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承

認

と

コ

ミ

ュ

ニ
ケ

ー

シ

ョ

ン

U

宮
本

真
也

〈
要
旨
〉

主

に
初
期

へ
ー
ゲ

ル
の
著
作

と

の
関
連

で
論

じ
ち
れ

て
き

た
承
認
概
念
は
、

8
0
年

・代
以
降

、

マ
ル
チ
カ

ル
チ

ャ
ー
、

フ

ェ
ミ

ニ
ズ

ム
、
共

同
体

主
義
を
め
ぐ

る
論
争

に
お

い
て
も

頻
繁

に
言

及
さ
れ

る
よ
う

に
な

っ
て
き

た
。
社
会

運
動

や
社
会
批
判

に
規
範

的

基
礎
を

与
え
よ
う
と

す

る
試

み
に
お

い
て
、
不
遇
な
立
場

に
あ
る
諸
個
人
と
集

団
の
問

題
を

解
決

し
よ
う

と
す

る
場
合

に
、
分
配

に
お
け

る
不
平
等

の
除
去
だ

け

で
は
な

く
、

社
会

に
お
け

る
個

人

や
集

団
の
侮
辱

や
軽

蔑
の
回
避
を

め
ざ

す

こ
と
が
課
題
と

な

っ
て

き

て
い
る

の
で
あ
る
。

本
稿

で
私
は
ま
ず

、
C
h

・
テ
イ
ラ
ー

に
代
表

さ
れ
る

「承
認

の
政
治
」
と

い
う
立

場

の
文
化

主
義
的

問
題
点
を
指

摘
し
た
。
第

二
に
私
は
承
認

概
念
を
軸
と
し

て
批
判

的

社
会
理
論

を
構
築

し
よ
う
と
す

る
A

・
ホ
ネ

ッ
ト

の
試

み
を
吟

味
し
た
。
彼

に
よ
れ
ば

社
会

の
展
開

の
ダ

イ
ナ
ミ
ズ

ム
を

規
定
す

る
要

因
と
し

て
、
社

会
的
相
互
行
為

に
お
け

る
道
徳

的
緊
張
を
無

視
す

る
こ
と
は

で
き

な

い
。
こ
こ

で
彼

は
個

々
の
ア
イ

デ
ン
テ
子

.

テ
ィ
を
構
成

す
る
実

践
的
な
自

己
関
係

に
応
じ

て
、
承
認
を

三

つ
の
形
式

に
分
類
す

る

(欲
求

お
よ
び
情
動
的
本
性
、
道

徳
的
帰
責
能
力

、
能

力
と
特
性
)
。
こ
れ

ら
の
要
素

の

い
ず

れ
か
が
軽
視
さ
れ
た
と
き

に
.

コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
生
じ

る
の
で
あ

る
。

こ

の
観
点

か
ら
見

れ
ば

、
再
分
配
と
承
認
と

い
う

独
立

し
た

二

つ
の
解
法

に
よ

っ
て
社
会

の
不
正

義

の
克

服
を

め
ざ
す

N

・
フ
レ
ー
ザ
ー

の
議
論

に
は
概
念
的
難
点

が
あ

る
こ
と

が
分
か

る
。

つ
ま
り

、

フ
レ
イ
ザ

ー
は
承

認
を
、
・個
人

や
集

団

の
価
値
志
向

と
生
活
形
式

へ
の

社
会
的
承
認
に
還
元
し

て
い
る
の
で
あ

る
。

そ
し
て
最
後
に
私
は
ホ
ネ
ッ
ト
の
承
認
の
社
会
理
論
と
い
う
試
み
が
、
社
会
批
判
や

診
断
と
い
う
課
題
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
視
点
を
提
供
す
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

承

認
、
社
会
的
正
義
、
ア
ク
セ
ル

・
ホ
ネ

ッ
ト
、
ナ

ン
シ
ー

・
フ
レ
イ
ザ

ー
、

批
判
的
社
会
理
論
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0

「人
格
、
ま
た
は
あ
る
集
団
の
個
別
性
を
認
め
る
」
こ
と
」
あ
る
い
は
そ
れ

を

「認
め
ら
れ
る
こ
と
」
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
直
観
に
し
た
が
う
な
ら
、

わ
れ
わ
れ
が
社
会
的
相
互
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
な
出
来
事
の
よ

う
に
思
え
る
。
承
認
と
結
び

つ
け
る
ご
と
の
で
き
る
名
誉
、
自
尊
心
、
評
判
と

い
う
事
柄
は
、
人
間
を
し
て
積
極
的
に
自
己
顕
示
に
む
か
わ
せ
る
要
因
で
あ
る
。

他
方
で
、
承
認
が
え
ら
れ
な

い
、
な

い
し
は
承
認
が
誤

っ
た
か
た
ち
で
な
さ
れ

る
こ
と
は
、
当
事
者
に
た

い
し
て

「何
か
が
傷

つ
け
ら
れ
た
」
と
い
う
印
象
を

与
え
る
。
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
で
あ
れ
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
で
あ
れ
、
承
認
が
社
会
に
お
け

る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
の
原
因
に
な
.っ
て
し
ま
う
と

い
う
こ
と
は
、
社
会
を
め
ぐ
る

デ
ィ
ス
ク
ル
ス
の
中
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
ホ
ッ
ブ
ス
、
ル
ソ
i
、
彼
ら

に
対
抗
す
る
形
で
フ
ィ
ヒ
テ
、
そ
し
て
へ
ー

ゲ
ル
の
尊
敬
や
名
誉
を
め
ぐ
る
解
釈
の
底
部
で
響
い
て
い
る
の
は
、
人
間
は
生

.

き
て
い
く
上
で
彼
ら
の
相
互
行
為

の
パ
ー
ト
ナ
レ
に
よ
る
尊
敬
な
い
し
は
価
値

評
価
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と

い
う

確
信

で
あ
る
。
そ
し
て
、
承
認
を
め
ぐ
る
状

況
に
お
い
て
不

一
致
が
生
じ
た
と
き
に
、
与
え
ら
れ
な
か

っ
た
地
位
、
報
酬
、

評
価
、
敬
意
.
関
係
、
愛
情
を
要
求
す
る
と
い
う
形
で

「承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
」

が
顕
在
化
す
る
.-.。
こ
の
衝
突
を

、
自
己
意
識
の
相
互
主
観
的
形
成
と
社
会
の

道
徳
的
発
展
の
あ

い
だ
に
あ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
相
互
関
係
と
の
関
連
で
注
目

し
た
の
は
イ

ェ
ー
ナ
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
(、}。
「承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
」
と
い

う
問
題
設
定
は
.
確
か
に
こ
の
時
代
の

へ
ー
ゲ
ル
の
議
論
を
抜
き
に
し
て
は
語

れ
な
い
。
し
か
し

「不
当
に
認
め
ら
れ
な

い
」
、
・「誤

っ
た
か
た
ち
で
認
め
ら
れ

て
い
る
」
と
い
う
経
験
に
お
け
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
印
象
は
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き

る
社
会
の
状
況
分
析
、
批
判
ど
い
う
課
題
に
お
い
て
、
「承
認
」
が
語
ら
れ
る
議

論
の
地
平
を
事
実
上
押
し
広
げ
て
き
た
。
諸
個
人
と
集
団
の
不
遇
な
状
況
の
克

服
を
は
か
る
場
合
に
、
分
配
と
自
由
に
お
け
る
不
平
等
の
除
去
と

い
う
目
標
と

な
ら
ん
で
、
社
会
に
お
け
る
個
人
や
集
団
の
侮
辱
や
軽
蔑
の
回
避
を
め
ざ
す
こ

と
が
課
題
ど
な

っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
者
の
代
表
例
は
、

マ
ル
ク
ス
主

義
的
社
会
理
論
と
、
権
利
と
自
由
、
財
産
、
教
養

に
ま
で
含
み
込
ん
だ
基
本
財

.

の
分
配
の
正
義
を
規
範
的
倫
理
学
の
枠
組
み
に
お
い
て
問
う
J

・
ロ
ー
ル
ズ

の

試
み

(,)
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
で

一
九
八
○
年
代
以
降
、

マ
ル

チ
カ
ル
チ
ャ
リ
ズ
ム
、
セ
ク
シ
ャ
リ
テ
ィ
、
ジ

ェ
ン
ダ
ー
、
共
同
体
主
義
を
め

ぐ
る
運
動
を
裏
付
け
る
た
め
に
、
承
認
と

い
う
問
題
構
成
は
広
く
脱
術
語
化
さ

れ
、
現
下
の
社
会
で
起
こ
り
う
る
差
別
、
侮
辱
、
無
配
慮
を
分
節
化
し
、
状
況

を
改
善
す
る
た
め
に
必
要
な
概
念
装
置
を
提
供
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
承
認
と

い
う
観
点
か
ら
、
差
異
に
配
慮
す
る

「承
認
の
政
治
」
を
普
遍
主
義
的
な

「平

等
な
尊
厳
の
政
治
」
に
た
い
し
て
掲
げ
る
チ
ャ
ー
ル
ズ

・
テ
イ
ラ
ー
は
こ
の
立

場
の
代
表
で
あ
る
。
彼
が
支
持
し
て
い
る

「諸
個
人
、
あ
る
い
は
社
会
集
団
は
、

そ
の

「差
異
」
に
お
い
て
承
認
も
し
く
は
尊
敬
を
見
い
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
ど

い
う
規
範
的
イ
メ
ー
ジ
は
確
か
に
定
着
し
て
い
る
。

「本
稿
に
お

い
て
私

は
、
「認
め
る
こ
と
/
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
が
は
ら
ん
で
い
る
規
範
的
内
実
に
着

目
し
て
独
自
の
社
会
理
論
の
構
築
を
め
ざ
す
ア
ク
セ
ル

・
ホ
ネ
ッ
ト
の
議
論
に

そ
く
し
て
、
差
異
の
政
治

(テ
イ
ラ
i
)
、
承
認
と
分
配
の
政
治

(ナ
ン
シ
ー

・

フ
レ
イ
ザ
i
)
と
い
う
試
み
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
「認
め
る
こ
と
/

2



認
め
ら
れ
る
こ
と
」
を
め
ぐ

っ
て
普
遍
主
義
的
な
観
点
を
持

っ
た
差
異
の
政
治
、

社
会
的
正
義
の
理
論
の
可
能
性
に

つ
、い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

1

「
承
認
の
政
治
」
と

い
う
隘
路

冒
頭
の
直
観
.に
戻

っ
て
み
よ
う
。
こ
の
直
観
は
、
わ
れ
わ
れ
は
社
会
的
存
在

と
し
て
自
他
関
係
の
な
か
で
承
認
を
経
験
し
、
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

紡
ぎ
出
す
、
と

い
う
テ
ー
ぜ
を
正
当
化
す
る
。
入

ー
ゲ
ル
研
究
に
お
い
て
も
知

ら
れ
て
い
る
テ
イ
ラ
ー
が
、
こ
の
テ
」
ゼ
を
支
持
す
る
こ
と
は
納
得
の
い
く
こ

.

と
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
テ
イ

ラ
ー
は
こ
う
し
た
承
認
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
形
成
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
繋
が
り
に
た
い
し
て
独
白
的
で
は
な
く
、
広
義
の
.

対
話
実
践
と

い
う
相
互
主
観
性
の
次
元
に
ま
で
押
し
広
げ
て
解
釈
を
試
み
て
い

る
.、.。
し
か
し
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
多
元
的
な
形
成
を
認
め
て
い
る
か
の

よ
う
に
見
え
る
も
の
の
、
最
終
的

に
彼
は
現
下
の
文
化
的
地
平
に
優
位
性
を
与

え
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
と
い
う

コ
ン

テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
テ
イ
ラ
ー
が

「承
認
の
政
治
」
の
基
礎
を
築
い
た
功
績
は

非
常
に
大
き
い
。
普
遍
的
な
平
等
原
則
が
「
個
別
文
化
の
ア
ク
タ
ー
た
ち
が
共

有
し
て
い
る
集
団
的
目
標
の
承
認
要
求
と
衝
突
す
る
可
能
性
を
指
摘
し
、
手
続

き
主
義
的
な
自
由
主
義
社
会
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
こ
と
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化

の
す
す
む
世
界
に
お
い
て
多
元
主
義
社
会

へ
の
移
行
の
た
め
に
無
視
で
き
な
い

論
点
を
提
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
が
構
想
す
る

「承
認
の
政
治
」
は
、
彼

自
身
の
承
認
概
念
の
お
び
る
狭
隘
さ
に
よ

っ
て
、
.ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ

る
闘
争
で
あ
る
運
動

一
般
に
た
い
し
て
基
礎
を
与
え
る
よ
う
な
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

を
発
揮
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
深
刻
な
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
る
.の

は
、
彼
が
自
由
と
権
利
を
め
ぐ
る
平
等
の
原
理
か
ら
差
異
の
承
認
と

い
う
原
理

を
切
り
離
し
、
両
者
を
単
に
対
立
さ
せ
る
よ
う
な
形
で
と
ら
え
て
い
る
点
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
近
代
的
法
治
国
家
の
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
社
会
の
メ
ン
バ
ー
に
法
人
格
と
し
て
等
し
く
自
由
と
権
利
を
認
め
る
と

い
う
こ
と
と
、
そ
の
境
界
内
で
文
化
的
差
異
を
承
認
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
か

た
く
な
に
架
橋
不
可
能
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
q
こ
う
し
た
傾
向
は
、

後
述
す
る
よ
う
に
、
承
認
論

へ
の
移
行
を
再
度
再
分
配
と
い
う
観
点
か
ら
検
討

を
加
え
よ
う
と
す
る
フ
レ
イ
ザ
ー
に
お

い
て
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
〔5)。

.「平
等
な
尊
厳
の
政
治
」
対

「承
認
の
政
治
」
、
そ
し
て

「再
分
配
に
よ
る
社
会

的
不
平
等
の
排
除
」
対

「承
認
に
よ
る
差
異
化
し
た
個
々
の
文
化
的
集
合
体
の

尊
厳
の
保
持
」
と

い
う
二
つ
の
戦
線
に
お
い
て
、
承
認
と
は
、
諸
人
格
の
社
会

的
承
認
と
い
う
問
題
で
は
な
く
、
あ
る
集
合
体
そ
の
も
の
の
生
活
形
式
の
承
認

を
め
ぐ
る
ト
ピ

ッ
ク
と
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
作
用
し
て

い
る
極
め
て
強

い
承
認
を
め
ぐ
る
文
化
主
義
的
解
釈
に
よ
れ
ば
、
文
化
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
成
す
る
社
会
関
係
は
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構

成
す
る
関
係
の
中
で
も
も

っ
と
も
本
質
的
な
も
の
と
な
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、」

テ
イ
ラ
ー
は
文
化
の
差
異
、
多
元
性
へ
の
敬
意
を
要
求
す
る

一
方
で
、
人
格
的

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
多
元
的
な
起
源
を
軽
視
し
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
文
化
的
他
者
と
の
遭
遇
に
お
い
て
、
テ
イ
ラ
ー
が

H

・
l
G

・
ガ
ダ
マ
ー
の
地
平
融
合

の
コ
ン
セ
プ
ト
を
持
ち
出
す
の
は
偶
然
で

は
な
い
。
ガ
ダ
マ
ー
と
お
な
じ
く
テ
イ
ラ
ー
も
ま
た
歴
史
的
-文
化
的
個
別
性
を

人
澗
の
存
在
論
的
基
礎
と
し
て
提
示
し
、
普
遍
性
要
求
を
立
て
て
い
る
の
で
み

ンヨシ一
ケニ

ゴ

ユミ
、

コと認
.

承3



「馳
.

る
弖
。
テ
イ
ラ
ー
は
そ
の
文
化
的
観
念
論
に
お
い
て
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
承
認
、
そ
し
て
ア
不
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
の
あ

い
だ
の
内
的
連
関
を
認
め
は
す

る
も
の
の
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
あ
く
ま
で
も
個
々
の
文
化
の
拘
束
力
に
決

定
的
に
ゆ
だ
紅
る
。
な
る
ほ
ど
、

デ
イ
ラ
ー
の
こ
う
し
た
議
論
の
目
的
は
支
配

文
化
に
対
抗
す
る
文
化
の
た
め
の
地
位
の
確
保
に
あ
り
、
そ

の
意
味
に
お
い
て

彼
の
デ
ィ
ス
ク
ル
ス
は
正
当
性
を
保
持
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
テ
イ
ラ
ー,
の
議
論
に
私
が
問
題
点
を
見
い
だ
す
の
は
、
彼
の
立
論
そ
の
も

の
が

マ
イ
ノ
リ
テ
/
に
た
い
し
て
と
ま

っ
た
く
同
じ
よ
う
に
、
支
配
的
文
化
の
.

優
位
性
に
も
根
拠
を
与
え
る
こ
と

に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
【ヱ
。

蒐マ
ル
チ
カ
ル
チ
ャ
リ
ズ
ム
、
.「リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
か
、
共
阿
体
主
義
か
」
と
い
っ
「

た
テ
平

マ
に
お
い
て
、
個
々
の
共

同
体
に
お
い
て
前
提
と
さ
れ
て
い
る
共
通
善

や
目
標
の
優
位
性
を
主
張
す
る
テ
イ
ラ
r
に
欠
如
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の

は
、
何
よ
り
も
そ
の
承
認
要
求
を
支
え
る
は
ず
の
規
範
的
基
礎
で
あ
る
。
こ
う

し
た
思
考
法
そ
の
も
の
に
す
で
に

「普
遍
主
義
」
と
い
う
名
の
ロ
ー
カ
ル
な
文

化
的
色
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と

い
う
反
論
を
想
定
し
た
う
え

で
、
そ
れ
で
も

有
効
な
問

い
と
思
わ
れ
る
の
は
、
次

の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
個
別
文
化
、
、

個
々
の
共
同
体

の
価
値

の
尊
重
は
、
等
し
く
自
由
と
平
等
を
認
め
る
普
遍
主
義

的
な
憲
法
に
も
と
つ
い
て
個

々
の
人
格

の
尊
厳
に
配
慮
す
る
こ
と
と
本
当
に
相

容
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
?
こ
の
問

い
は
さ
ら
に
、
「他
の
集
団
と
の
比
較
に
お
い

て
同
じ
よ
う
に
自
由
に
、
当
事
者

の
あ

い
だ
で
独
自
の
生
活
形
式
を
遂
行
す
る

こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
ど
ヶ

し
て
正
当
な
こ
と
な
の
か
?
」
と
い
う
問
い

に
つ
な
が
る
。
こ
れ
ら
は
素
朴
な
問

い
で
は
あ
る
が
、
差
異
の
政
治
の
射
程
の

本
来
の
長
さ
を
暗
示
す
る
問

い
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
文
化

へ
の
配
慮
を
、
そ
こ

に
所
属
す
る
メ
ン
バ
ー
の
人
格
の
尊
厳

へ
の
配
慮
と
読
み
替
え
、
集
合
的
価
値

や
目
標
の
追
求
を
個
人
の
生
の
実
現
と
い
う

コ
ン
テ
ク
λ
ト
に
置
き
換
え
て
み

る
可
能
性
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
支
配
文
化
と
.の
比
較
に
お
い
て
承
認
を
め
ぐ

る
不
平
等
に
、
自
ら
に
た
い
す
る
蔑
視

の
た
め
の
セ
ン
サ
ー
が
反
応
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
テ
イ
ラ
ー
も
認
め
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「個
人
と
じ
て
、
そ
し
て

一

つ
の
文
化
と
し
て
も
み
ず
か
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
し
、
定
義
す
る

潜
在
能
力

8̂
)」

の
尊
重
が
わ
け

へ
だ
て
な
く
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
.し

か
し
、
こ
の
要
求
を
満
た
す
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
に
た

い
し
て

「特
別
の

.
扱
い
」
を
す
る
こ
と
は
テ
イ
ラ
ー
か
ら
す
れ
ば
普
遍
主
義
的
な
平
等
原
理
に
抵

触
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
個
別
文
化
の
抑
圧
と
同
質
化
が
推
し
進
め
ら
れ
る
、

と
彼
は
指
摘
す
る
の
だ
。
し
か
七
、
す
で
に
読
み
と
れ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、

差
異
の
政
治

の
擁
護
者
と
し
て
の
テ
イ
ラ
ー
の
主
張
は
か
な
ら
ず
し
も
普
遍
主

義
的
な
語
彙
か
ら
自
由
で
は
な
い
。
集
合
的
価
値
や
目
標
を
認
め
る
こ
と

へ
の

要
求
に
は
、
ま
ず
平
等
や
自
由
と

い
う
理
念
が
先
取
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

個
々
の
集
合
的
生
活
形
式
の
実
現
が
支
配
的
文
化
の
側
か
ら
同
質
化
を
迫
ら
れ
、

阻
害
さ
れ
こ
と
に
た
い
す
る
批
判

の
さ

い
に
働

い
て
い
る
セ
ン
サ
ー
の
仕
組
み

も
ま
た
、
差
異

へ
の
配
慮
と

い
う
原
則
に
還
元
で
き
る
も
の
で
は
な

い
。
同
質

化
を
拒
否
す
る
も
の
、
そ
の
拒
否
に
正
当
性
を
付
与
す
る
も
の
を
探
れ
ば
、
テ

イ
ラ
ー
に
言
わ
せ
る
な
ら
、
個
々
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と

姑
つ
こ
と

に
な
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
支
配
文
化

へ
の
同
質
化
、
併
合
に
た
い
ず
る
拒

否
は
、
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
そ
の
も
の
の
擁
護
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
共
有
し
、
そ
れ
ら
を
選
び
と

っ
て
い
る
社
会
の
メ
ン
バ

ー
が
、
以
降
も
充
実
し
た
か
た
ち
で
既
存

の
生
活
形
式
を
お
こ
な

っ
て
い
く
た

4



め
の
自
由
と
権
利
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
は
ず

で
あ
る
。
自
己
実
現
の
可
能
な
条

件
と
し
て
の
個
々
の
人
格

の
尊
厳
と
自
律

へ
の
配
慮

の
延
長
に
置
き
か
え
る
こ

と
で
、
差
異
の
政
治
は
よ
り
多
く

の
状
況
を
そ
の
射
程
に
お
さ
め
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
テ
イ
ラ
ー
の
議
論
に
視
線
を
戻
し
て
み
れ
ば
、
そ

こ
で
は

「差
異
の
政
治
」
ど
い
う
構
想
が
、
「あ
れ
か
、
こ
れ
か
」
と
い
う
図
式

の

一.方
の
項
に
押
し
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
作
用
し

て
い
る
の
が
、
先
に
み
た
承
認
を

め
ぐ
る
文
化
主
義
的
な
解
釈
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
こ
の
図
式
を
放
棄
し
た
う
え

で
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
の
が
、
普
遍
主
義

、
的
な
差
異
の
政
治
ハ
差
異
に
敏
感
な
普
遍
主
義
と

い
う
構
想
で
あ
る
。

こ
う
し
た
構
想
に
た
い
し
て
示
唆
を
あ
た
え
て
く
れ
る
の
が
、
「認
め
る
/
認

め
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
分
析

の
中
心
に
お

い
て
、
そ
の
規
範
的
内
実
に
よ

り
複
雑
な
分
析
を
試
み
る
ア
ク
セ
ル

・
ホ
ネ

ッ
ト
の
議
論
で
あ
る
〔,)。
ホ
ネ

ッ

ト
は
、
承
認
の
不
在
や
誤

っ
た
承
認
が

コ
ン
フ
リ
ク
ト
の
き

っ
か
け
と
な
る
と

い
う
点
で
は
テ
イ
ラ
ー
と

一致

す
る
。
こ
れ
ら
の
日
常
的
な
相
互
行
為
に
お
け

る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
経
験
か
ら
逆
向
け
に
社
会
関
係
に
お
け
る
道
徳
的
前
提
を
再

構
成
し
、
そ
れ
を
自
ら
の
批
判
的
社
会
理
論
の
基
礎
に
す
え
る
と
い
う
点
に
彼

の
試
み
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
次

に
私
は
、
こ
の
ホ
ネ
ッ
ト
の
承
認
理
論
の
核

心
部
分
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
お
か
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
関
係
と

そ
こ
で
形
成
さ
れ
る
個
々
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
そ
し
て
承
認
の
あ
い
だ

の
内
的
連
関
に
つ
い
て
の
議
論
を
素
描
、し
て
み
た
い
。
さ
ら
に
、
承
認
の
道
徳

と

い
う
観
点
が
社
会
的
正
義
の
侵
害

と
い
う
問
題
に
た
い
し
て
い
か
な
る
視
点

を
用
意
で
き
る
の
か
を
、
同
じ
問
題
に
た
い
し
て
再
分
配
と

い
う
解
決
方
法
を

提
示
す
る
立
場
と
の
比
較
に
お
い
て
検
討
す
る
。
こ
こ
で
次
第
に
明
ら
か
に
な

る
こ
と
は
、
社
会
的
正
義
之
い
う
概
念
は
物
質
的
資
源
の
分
配
に
お
け
る
諸
問

題
と
今
日
に
い
た
る
ま
で
緊
密
に
結
び

つ
け
ら
れ
て
き
た
が
、
個
人
や
集
合
体

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
尊
厳
に
配
慮
す
る
と
い
う
課
題
の
た
め
に
は
、
別
方

向

へ
の
拡
張
を
必
要
と
す
る
と
・い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
は

「承

認
の
政
治
」
の
本
来
持

っ
て
い
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
、
そ
の
文
化
主
義
的
な
内

的
制
限
か
ら
も
、
再
分
配
の
た
め
の
デ
ィ
ス
ク
ル
ス
か
ら
の
外
的
制
限
か
ら
も

解
放
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

2

承
認
の
道
徳
ー

ホ
ネ
ッ
ト
の
承
認
論
の
再
構
成
ー

ホ
ネ

ッ
ト
が

「承
認
」
概
念

の
持

つ
規
範
的
内
実
を
見

い
だ
す
の
は
、
初
期

へ
ー
ゲ
ル
の
論
攷
に
お
い
て
で
あ
る
。
名
誉
、
自
尊
心
、
虚
栄
心
、
自
己
愛
を

人
間
相
互
に
お
け
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
の
端
緒
と
見
る
論
者

の
中
で
特
に
ホ
ネ

ッ

ト
が
へ
ー
ゲ
ル
に
魅
か
れ
る
の
は
、
へ
ー
ゲ
ル
が
承
認
を
介
し
た
自
己
意
識
の

相
互
主
観
的
な
獲
得
と
社
会
全
体

の
道
徳
的
展
開
の
あ

い
だ
に
あ
る
は
ず

の
相

互
関
係
の
解
明
に
向
か
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
が
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争

の
先
に
見
る
の
は
、
・人
倫
ω
凶け葺
o穿

Φ淳
と
呼
ば
れ
る
倫
理
的
共
同
体

の
成
立
で

あ
る
。
個
別
と
対
峙
す
る
外
面
的
秩
序
の
完
成
で
は
な
く
、
諸
個
人
の
個
体
的

.

自
由
と
普
遍
的
自
由
が
調
和
し
、
社
会
の
諸
分
裂
を
止
揚
す
る
制
度
の
体
系
の

設
立

へ
の
過
程
を
、
へ
ー
ゲ
ル
は
見
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の

モ
デ
ル
に
七
た
が
う
な
ち
宀
人
倫
的
共
同
体
は
、
社
会
関
係
に
お
い
て
個
々
人

が
共
に
承
認
を
相
互
に
確
認
し
あ
い
、
よ
り
高
次
の
段
階
に
い
た
る
こ
と
を

つ

う
じ
て
実
現
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
の
承
認
が
対
応
す
る
社
会
的
制
度
と
し

ン

、

ヨシ一

.
ケニユこ
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て
へ
ー
ゲ
ル
鳳
家
族
、
市
民
社
会
、
個
家
を
あ
げ
る
。
こ
れ
ら
の
領
域
で
相
互

承
認
の
様
態
と
し
て
あ
る
の
は
、
愛
、
法
、
人
倫
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
段
階
に
移
行
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
つ
ど
個
々
人
の
あ

い
だ
で
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
要
求

の
確
認
を
め
ぐ
る
闘
争
が
媒
介
七
て
い
る
(汐
。
ま
た
、
相
互

的
な
承
認
形
式
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
発
展
理
論
に
取
り
込
ん
だ
G

・
H

・

ゴ.ミ
ー
ド
の
社
会

心
理
学
も
ま
た
、
ホ
ネ

ッ
ト
が
社
会
理
論
を
構
築
す
る
上
で
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
楓、)。

ホ
ネ

ッ
ト
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ミ
ー
ド
の
あ
い

・

・だ
に
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な

っ
た
承
認
様
態
を
社
会
的
再
生
産
の
そ
れ
ぞ
れ

の
領
域
に
対
応
さ
せ
て
い
る
、
と

い
う
点
で
共
通
点
を
見

い
だ
す
。
ミ
ー
ド
の

,
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る

「
一
般
化
さ
れ
だ
他
者
」
の
現
実
化
し
た
形
式
は

法
的
関
係
と
労
働
領
域
に
、
具
体
的
な
他
者
は
情
動
を
介
し
元

一
次
的
な
社
会

関
係
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
へ珍
)。
ま
た
、
個
々
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

が
、
社
会
関
係
に
お
げ
る
相
互
主
観
的
な
次
元
で
の
承
認
を
つ
う

じ
て
形
成
さ

れ
る
こ
と
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ミ
ー
ド

に
と

っ
て
は
共
に
重
要
な
帰
結
で
あ
る
。

ホ
ネ

ッ
ト
は
、
彼

の
批
判
的
社
会
理
論
の
軸
に
承
認
論
を
す
え
、
そ
れ
に
社

会
の
発
展
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
、
そ
の
運
動
に
端
緒
を
与
え
る
道
徳
的
内
実
を

解
明
す
る
と

い
う
二
つ
の
課
題
を

与
え
て
い
る
へ翌
。
そ
の
た
め
に
ホ
ネ

ッ
ト
は

ま
ず
、

へ
ー
ゲ
ル
と
ミ
ー
ド
の
承

認
を
め
ぐ
る
議
論
を
さ
ら
に
検
討
、
展
開
さ

せ
、
承
認
と

い
う
状
況
は
規
範
的

な
要
求
を

つ
ね
に
伴

っ
て
い
る
こ
と
を
際
立

た
せ
る
。

つ
ま
り
、
ホ
ネ

ッ
下
は
承
認
と
道
徳
と

の
あ

い
だ
に
あ
る
内
的
な
連

関
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
、
第

一
の
課
題
と
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
存
在
は

そ
の
.ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、
他
者
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
経
験
を
つ

う
じ
て
成
立
す
る
実
践
的
自
己
関
係
に
お

い
て
再
帰
的
に
獲
得
す
る
。
こ
の
よ

う
に
3
ポ
ジ
デ
イ
ブ
な
自
己
理
解
は
、
他
者
に
よ

つ
て
認
め
ら
れ
る
と

い
う
リ

ア
ク
シ
ョ
ン
に
助
け
ら
れ
て
の
み
、
構
築
さ
れ
、
維
持
さ
れ
る
。
こ
の
人
間
学

的
前
提
が
露
見
す
る
の
は
、
承
認
さ
れ
な
い
場
合
、,
誤

っ
た
承
認
を
さ
れ
る
場

合
に
感
じ
ら
れ
る
道
徳
的
侵
害
(物
理
的
な
侵
害
、
法
人
格
と
し
て
の
敬
意
の
欠

如
、
能
力
の
過
小
評
価
)に
お
い
て
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
既
に
獲
得
さ
れ
た
自
己

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
導
く
こ
と
の
で
き
る
期
待
が
裏
切
ら
れ
る
場
合
、

さ
ら
に
遡
れ
ば
自
他
関
係
に
お
い
て
相
互
主
観
的
に
前
提
さ
れ
て
い
た
価
値
が

否
定
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
ホ
ネ

ッ
ト
が
承
認
と
道
徳
と
を
結
び

つ
け
る
の
は

こ
の
点
に
あ
る
。

つ
ま
り
ホ
ネ

ッ
ト
に
と

っ
て

「道
徳
的
観
点
」
.が
意
味
す
る

の
は
、
「自
己
関
係
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
な
前
提
か
ら
展
開
し
た
損
害
」

か
ら
相
互
に
身
を
守
る
た
め
に
、
「と
も
に
わ
れ
わ
れ
の
人
格
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
め
条
件
を
保
証
す
る
た
め
に
互
い
に
受
け
い
れ
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い

る
よ
う
な
態
度
の
総
合

(、)」
な
の
で
あ
る
。
無
傷
の
自
己
関
係
に
相
互
に
到
達

す
る
た
め
に
は
、
諸
個
人
の
あ
い
だ
で
の
相
互
承
認
が
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
う

し
た
承
認
を
道
徳
的
観
点
は
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ホ
ネ

ッ
ト
が
承
認
形
式
と
い
う
概
念
に
お
い
で
理
解
し
て
い
る

・道
徳
的
態
度
は
い
か
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
?
ホ
ネ

ッ
ト
自
身

が
整
理
し
た
表
と
と
も
に
簡
単
に
説
明
を
加
え
た
い
。
先
程
も
述
べ
た
よ
う
に
、

道
徳
的
侵
害
は
そ
れ
ぞ
れ
の
実
践
的
な
自
己
関
係
の
段
階
に
お
い
で
生
じ
て
く

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
承
認
形
式
の
質
と
種
類
は
そ
れ
与
に
対
応
し
て
い
る
。
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社会的承認関係の構造`15!

承認の様態 1)感 情 的心 遣 い 2)認 知的尊敬 3γ 社会的価値評価

人格の次元
「

欲求および情動的本性 道徳的帰責能力 能力と特性

承認形式 一次 的諸関係(愛
、友情) 法的諸関係(法) 価値共同体(連 帯)

発展の潜勢力 一 般化
、物質 化 個体化、幸等化

実践的自己関係. 自己 信 頼

Se正bstvertrauen

自 己 尊 重

Selbstachtung

自 己 評 価

Selbstsch註t・ubg

軽蔑の形式 虐待と強制行為 権利の剥奪と排除 尊厳の失墜と侮辱

脅かされる人格的要素 物理的尊厳 社会的尊厳 名 誉、尊厳

ユ
)

承
認
の
最
初
の
段
階
は
、
個
人
が
個
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら

始
ま
る
。
期
待
さ
れ
る
承
認
の
様
態
は
感
情
的
な
気
遣
い
と
い
う
形
を
と

り
、
愛
情
や
友
情
を
介
し
た
社
会
関
係
に
お
い
て
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
は
そ
の
欲
求
的
-
情
動
的
本
性

の
次
元
に
お
い
て
構
成
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
愛
情
や
慈
し
み
と

い
う
よ
う
な
概
念
が
意
味
す
る
の
は
、
感
情

と
結
び

つ
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
状
況
に
左
右
さ
れ
る
、
パ
ー
ト
ナ
ー
の
健

.

全
さ

へ
の
配
慮
で
あ
る
。

2
)

承
認
の
第
二
の
段
階
に
お
い
て
、
個
々
は
す
べ
て
の
人
間
と
同
様
、
平

等
な
道
徳
的
な
帰
責
能
力
を
持

つ
人
格
と
し
て

「敬
意
」
を
抱
か
れ
る
。

そ
し
て
個
人
は
法
的
関
係
に
お
い
て
普
遍
的
平
等
、
自
由
を
享
受
す
る
人

格
と
し
て
敬
わ
れ
な
い
と

い
け
な
い
。
こ
の

「尊
敬
」
は
、
カ
ン
ト
の
道

徳
哲
学
に
お
い
て
道
徳
の
最
高
次
の
原
理
の
機
能
を
与
え
ら
れ
、
定
言
命

、
法
の
核
心
と
な
、っ
て
い
る
。
ミ
ー
ド
に
お
け
る

コ

般
化
さ
れ
た
他
者
」

の
視
点
や
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
者
が
理
想
・

的
発
話
状
況
に
お
い
て
相
互
に
認
め
あ

っ
て
い
る
と
す
る
能
力
は
、
こ
の

道
徳
的
帰
責
能
力
と
同
じ
性
格
を
持

っ
て
い
る
。

3
)

第
三
段
階
に
お
い
て
承
認
は
、.
所
属
す
る
共
同
体
に
お

い
て
共
有
さ
れ

る
価
値
と
目
標
に
た
い
し
て
諸
人
格
の
能
力
と
生
活
様
態
の
価
値
を
評
価

す
ゐ
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
る
。
「個
」
と
し
て
の
能
力
を
特
殊
性
の
う
ち

に
評
価
き
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
第
二
の
承
認
形
式
を
前
提
と
せ
ず
、
質

.
的
評
価
に
も
と
つ
く
点
で
は
第

一
の
承
認
形
式
と
も
異
な
る
。
連

帯
に
お

け
る
個
人
の
自
己
実
現
が
こ
こ
で
は
達
成
さ
れ
る
。
・こ
こ
で
の
自
己
評
価

の
程
度
は
、
帰
属
す
る
集
合
体
の
優
位
性
と
比
例
す
る
。

承 認 と コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン
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こ
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
た
道
徳
的
観
点
は
、
従
来
の
道
徳
観
か
ら
は
二
つ
の

点
に
お
い
て
逸
脱
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
道
徳
的
観
点
は
、
当
事
者
の
あ

い
だ
の
承
認
に
状
況
性
を
認
め
、
当
事
者
間
に
非
対
称
性
の
余
地
を
残
し

(
a
)
、

あ
る
同

一
の
個
人
を
め
ぐ
る
承
認
形
式

の
あ

い
だ
で
さ
え
緊
張
関
係
を
残
し
て

い
る

(b
)
。
(
a
)
従
来

の
道
徳

に
お
い
て
は
普
遍
的
に
平
等
や
関
係
の
対
称

性
が
不
可
欠
な
要
因
と
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
が
承
認
の
道
徳
で
要
請
ざ
れ
る

.
の
は
第
二
の
承
認
形
式
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
承
認
形
式
で
は
、

そ
の
つ
ど
の
情
動
の
度
合
い
と
バ
ラ
ン
ス
と
個
々
人
の
能
力
に
よ

っ
て
は
、
相

」

互
関
係
に
お
け
る
承
認
の
結
果
が
、
不
均
質
な
ま
ま
で
道
徳
的
に
正
当
化
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
前
者

の
例
は
家
族
関
係
や
恋
愛
、
友
情
関
係
、
後
者
の
例
は

職
場
で
の
個
々
に
対
す
る
能
力
評
価
、
価
値
共
同
体
の
維
持
や
発
展
の
だ
め
の

メ
ン
バ
ー
の
貢
献
の
判
断
の
場
合

に
現
れ
乃
。
、こ
の
意
味
で
第

一
と
第
三
の
承

認
形
式
は
差
異
を
許
容
す
る
が
、
第
二
の
承
認
形
式
は
平
等
化
と
均
質
化
を
志

向
す
る
。

(b
)
ま
た
こ
れ
ら
三
つ
の
承
認
形
式
の
あ
い
だ
の
差
異
は
、
そ
れ
ぞ

、

れ
の
段
階
で
構
成
さ
れ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
質
を
め
ぐ

っ
て
コ
ン
フ
リ
ク

ト
を
は
ら
ん
で
い
る
。

つ
ま
り
、
道
徳
的
観
点
を
維
持
し
て
い
る
場
合
で
す
ら
、

承
認
形
式

の
優
先
順
位

に
よ

っ
て
は
道
徳
的
侵
害
、
侮
辱
が
生
じ
て
く
る
こ
と

に
な
る
。
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
と
は
ホ
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
は
、
自
他
に
お
け
る

」

評
価
や
敬
意
の
不
在
だ
け
が
き

っ
か
け
上
な
る
の
で
は
な
く
、
宕
己
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
作
る
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
の
あ

い
だ
で
生
じ
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
で

も
あ
る
。
こ
う
し
た
緊
張
の
さ
い
に
道
徳
的
な
も
の
と

い
う
領
域
は
分
裂
し
、

そ
の
つ
ど
の
行
為
領
域
に
応
じ
て
状
況
化
さ
れ
た
熟
慮
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

・
、、
ホ
ネ

ッ
ト
の
承
認
の
道
徳
ど

い
う
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
に
お
い
て
示
さ
れ
る
承
認

関
係
1
す
な
わ
ち
相
互
行
為
の
パ
ー
ト
ナ
ー
に
よ
る
承
認
を

つ
う
じ
て
可
能
と

な
る
、
個
々
人
が
自
己
信
頼
、
自

己
尊
敬
、
自
己
評
価
と

い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
実

、
践
的
自
己
関
係
ー
は
、
こ
れ
ま
で

一
.般
に
自
己
実
現
と
呼
ば
れ
て
き
た
こ
と
の

た
め
の
形
式
的
条
件
で
あ
る
。.
あ
る
い
は
そ
こ
で
自
己
の
尊
厳
が
社
会
で
保
売

・
れ
て
い
る
こ
と
を
個
々
人
が
確
信
で
き
る
た
め
の
条
件

で
も
あ
る
。
こ
う
し
た

」十
全
な
承
認
関
係
と
い
う
モ
デ
ル
は
社
会

の
状
態
を
診
断
す
る
た
め
に
新
た
な
・

視
点
を
提
供
す
る
。
み
ず
か
ら
の
承
認
を
め
ぐ
る
議
論
と
直
接
結
び
つ
け
て
社

会
の
診
断
を
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と
を
ホ
ネ

ッ
ト
は
ま
だ
試
み
て
ぽ
い
な
い
も

の
の
、
近
年
の
社
会
批
判
の
方
法
論
を
め
ぐ
る
議
論
や
、
『法
権
利
の
哲
学
』
を

ヘ
コ
ゲ
ル
の
同
時
代
診
断
と
し
て
読
み
直
す
と
い
う
試
み
に
、
こ
の
観
点
は
先

取
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
こ
の
観
点
は
、
あ
か
ら
さ
ま
な
暴
力
や
権
力
の
行
使
へ

抑
圧
を

「不
正
」
と
し
て
分
節
化
す
る
だ
け
で
は
な
ぐ
、
誤

っ
た
承
認
な
い
し

は
承
認
の
不
在
が
自
己
関
係
を
歪
め
、
心
理
的
な
遮
断
や
不
安
、
抑
制
を
招
い

て
個
々
人
の
権
利
と
自
由
の
積
極
的
使
用
を
阻
む
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
視
野
に
お

さ
め
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
あ
る
い
は
形
式
的
-普
遍
主
義
的
な
法
人
格
が

「社
会
的
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
個
人
」
の
「た
っ
た

一
つ
の
」
モ
デ
ル
と
レ
て
理
解

.さ
れ
て
い
る
場
合
を
想
定
し
て
み
よ
う
。
す
で
に
述
べ
た
承
認
形
式
に
て
ち
す

な
ら
、
個
人
の
社
会
化
11
個
体
化
に
と

っ
て
こ
う
し
た
人
格

の
定
義
は
適
切
で

は
な
い
。
こ
こ
に
ホ
ネ

ッ
ト
は
、
偏

っ
た
、
そ
し
て
強
す
ぎ
る
社
会
か
ら
の
要

請
が
、
個
体
的
な
自
由
を
た
だ
主
観
的
に
形
骸
化
し
、
他
方
で
は
そ
の
要
請
を

満
た
せ
な
い
不
安
に
よ

っ
で
個
人
を
不
安
に
お
と
し
い
れ
、
苦
痛
を
与
え
て
し

ま
う

、「社
会
の
病
理
」
の

一
つ
を
見
い
だ
し
で
い
る

〔聡
〉。
こ
の
こ
と
が
問
題
な
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の
杖
、
個
人
と
な
る
ご
と

へ
の
強

い
要
請
に
耐
え
き
れ
ず
、
そ
れ
を
完
全
に
拒

否
し
て
主
観
的
自
由
の
領
野
に
と
ど
ま
る
人
々
が
増
え
る
と

い
う
こ
と
に
あ
る
。

彼
ら
は
社
会
参
加

へ
の
意
思
ま
で
も
失

っ
て
し
ぎ

い
、
彼
ら
の
鼠
由
の
前
提
で

も
あ
る
民
主
主
義
的
意
思
決
定
や
世
論
形
成

の
た
め
の
制
度
を

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
通
じ
て
社
会
的
に
再
生
産
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

自
由
の
名

の
下
に
社
会
的
な

コ
ミ

ュ
・ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
回
路
は
単
線
化
し
、
「ひ

き

こ
も
り
」
で
あ
れ
、
「な
ん
で
も
あ
り
」

の
自
己
中

心
的
行
為
で
あ
れ
、
彼
ち

の
自
由

の
前
提
で
あ
る
社
会
的
諸
制
度
は
道
旦
ハ化
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
つ
い
に
は
社
会
的
連
帯
と

い
う
資
源
は
枯
渇
し
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
歪
め
ら
れ
な

い
承
認
と

い
う
規
範
的
核
心
は
、
社
会

の

誤

っ
た
発
展
傾
向
を
社
会
の
病
理
と
し
て
診
断
す
る
場
合
の
試
金
石
と
も
な
り

う
る
の
で
あ
る
。
承
認
の
道
徳
は
、
承
認
に
よ

っ
て
可
能
と
な
る
自
己
関
係
に

結
果
と
し
て
の
個
々
人
の
自
律
や
歪
め
ら
れ
な

い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
、

最
終
的
に
は
生
の
目
標
の
実
現
と

い
っ
た
、
わ
れ
わ
れ
が

「順
調
な
生
」
、σ
も

と
で
構
想
し
て
い
る
事
柄
と
の
関
連
で
、
社
会
の
、発
展
状
態
の
批
判
、
診
断
の

た
め
に
寄
与
す
惹
こ
と
が
で
き
る
ρ
そ
れ
で
は
承
認
の
道
徳
は
、
い
か
な
る
規

範
的
核
心
を
持
つ
社
会
的
正
義
の
概
念
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ

う
か
?
次
に
再
分
配
を
め
ぐ
る
議
論
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
承
認
の
道
徳
的
観

点
に
よ

っ
て
可
能
と
な
る
社
会
批
判

の
可
能
性
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

3
.
、
分
配
を

め
ぐ

る
闘

争

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
社
会
の
不
公
正
な
状
態
の
克
服
の
た
め
に
は
、
今
日

で
は
差
異
の
政
治
、
な
い
し
は
承
認
の
政
治
と

い
う
立
場
が
台
頭
し
で
ぎ
て
い

る
。
こ
の
状
況
に
あ

っ
て
フ
レ
イ
ザ
ー
は
、
社
会
の
平
等
を
め
ざ
す
社
会
政
策

と
、
そ
れ
と
結
び
つ
き
う
る
差
異
の
政
治
を
模
索
す
る
。
.承
認
を
め
ぐ
る
政
治

に
傾
き
が
ち
な
議
論
傾
向
を
、
問
題
を
分
析
的
に
扱
う
こ
と
で
、
再
分
配
と
、

、承
認
と
い
う
二
正
面
作
戦
を
探
る
と

い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
.
フ
レ
イ
ザ
ー
は

・
ま
ず
、
社
会
的
不
正
を
二
つ
に
分
類
す
る
。
第

一
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
搾
取
、・

経
済
的

マ
ー
ジ
ナ
ル
化
、
貧
困
な
ど
の
社
会
経
済
的
不
正
で
あ
る
。
第
二
の
も

の
は
特
定
の
文
化
的
集
合
体
の
描
写
、
解
釈
、
扱
い
に
お
廿
る
侮
辱
や
差
別
で

あ
る
。
社
会
経
済
的
不
正
は
社
会
の
政
治
経
済
的
構
造
に
根
付
い
た
社
会
的
分

化
の
帰
結
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
搾
取
さ
れ
る
階
級
が
社
会
的
な
不
遇
を
被

っ
て

い
る
。
こ
う
し
た
人
々
の
た
め
の
救
済
策
を
フ
レ
イ
ザ
ー
は
再
分
配
と
い
う
方

法
に
見
る
。
搾
取
の
克
服
は

マ
ル
ク
ス
が
要
求
し
た
よ
う
に
政
治
経
済
構
造
の

.再
編
成
に
あ
る
の
で
あ
る
。
特
定
の
文
化
的
集
合
体

の
軽
視
は
政
治
経
済
の
構

造
か
ら
独
立
し
た
社
会
的
差
異
化
の
帰
結
で
あ
り
ふ.
文
化
的
価
値
評
価
の
規
範

に
も
と
つ
く
。
こ
こ
で
は
ヘ
テ
ロ
な
セ
ク
シ
ャ
リ
テ
ィ
と
は
こ
と
な
る
セ
ク
シ

ャ
リ
テ
ィ
が
軽
視
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
れ
ら
の
セ
ク
シ
ャ

リ
テ
ィ
を
社
会
的
に
承
認
す
ろ
こ
と
が
解
決
策
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
フ
レ
イ

ザ
ー
は
見
る
。
問
題
は
こ
の
二
つ
の
不
正
に
同
時
に
苦
し
む
二
価
的
集
合
体
、

す
な
わ
ち
、
ジ

ェ
冫
ダ
ー
と
人
種
と
に
よ
っ
て
処
遇
を
規
定
さ
れ
て
い
る
人
々

で
あ
り
、・
そ
れ
に
た
い
し
て
再
分
配
と

い
う
解
法
を
取
れ
ば
、
「政
治
的
経
済
的

な
平
等
を
可
能
に
し
、
集
合
体
の
差
異
化
を
無
効
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

に
対
し
て
集
合
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
配
慮
し
た
解
法
を
取
れ
ば
、
そ
の

集
合
体
の
特
殊
性
を
安
定
化

・
維
持
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
つ
め
解
決
策

承 認 と コ ミュニ ケ ー シ ョン
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が
互
い
に
ぶ
っ
か
り
合
う
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
フ
レ
イ
ザ
ー
は
こ
の
再
分

配

の
政
治
と
承
認
の
政
治
の
あ
い
だ
に
あ
る
緊
張
を

「再
分
配
-承
認
の
ジ
レ
ン

マ
」
と
呼
び
、
そ
の
解
決
方
法
を
探

っ
て
い
る
書
。

フ
レ
イ
ザ
ー
の
議
論
は
実
に
分
析
的
で
あ
る
も

の
の
、
実
は
そ
の
明
快
さ
は

テ
イ
ラ
ー
と
彼
女
が
共
有
し
て
い
る
、
切
り
詰
め
ら
れ
た
承
認
概
念
に
血
来
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
自
由
や
平
等

と
い
っ
た
普
遍
主
義
的
属
性
と
、
あ
る
人
格

が
集
合
体
の
目
標
に
て
ら
し
て
そ

の
能
力
を
正
し
く
評
価
さ
れ
る
と

い
う
こ
と

現状維持 変 革

(社会の基礎的枠組みは維持〉
一

(積極的な構造変革)

a)リ ベラル な福 祉 国家 b)社会主義

再分配 社会保険、公的扶助を手段 普遍主義的な社会福祉プロ

とするが、階級的差異化は グラムの組合せ(累 進課

持続 。不 遇 な受 給者 にスデ' 税、完全雇用、非市場的公

イグマ を与 える(誤 った承 共 セ ク タ 白、公 的/集 合 的

認 の原 因)。 所 有etc,)を 通 じて雇 用 を

確保し、他方では雇用から

基礎的消費を切 り離す。階

級的差異の撤廃。

C)マ ル チカル チ ャ リズ ム d》脱構 築

承 認 差 異 、ア イデ ンテ イテ イの 固定化 したア イデ ンテ ィテ

再評価、差異化の拡大を通 イの脱 構 築 。 ホ モ ーヘ テ ロ

じて多元性の確保をはか の二元論 、 あ らゆ る性 的ア

る 。 イデ ンテ ィテ ィを流動化 す

る。差異 の多 元化 とそ の沈

澱 ・堆積 を防止 。

を
、
フ
レ
イ
ザ
ー
は
承
認
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
外
し
て
い
る
の
で
、
す
な
わ

ち
承
認
の
問
題
を
再
分
配
の
問
題
と
し
て
扱

っ
て
い
る
の
で
、
物
質
的
再
分
配

へ
の
要
求
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
承
認
要
求
に
も
と
つ
く
二
次
的
な
要

求
で
あ
る
こ
と
を
、
つ
ま
り
承
認
を
前
提
と
し
た
表
示
的
な
待
遇

へ
の
要
求
で

あ
る
こ
と
を
見
と
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た
二
価
的
集
合

体
の
不
遇
な
状
態
に
た
い
し
て
、

フ
レ
イ
ザ
ー
が
提
案
す
る
解
決
策
を
見
て
み

よ
う
。
「再
分
配
-承
認
の
ジ
レ
ン
マ
」
に
陥
ら
な
い
解
決
の
道
と
し
、て
上
記
の

マ
干
リ
ク
ス
の
中
で
彼
女
が
選
ぶ
の
は
、
現
状
の
変
革
を
め
ざ
す
ペ
ア
、

つ
ま

り
再
分
配
の
た
め
に
は
社
会
主
義
を
、
承
認
の
た
め
に
は
脱
構
築
を
と

い
う
方

法

で
あ
る
。

な
る
ほ
ど

フ
レ
イ
ザ
ー
の
選
ぶ
解
決
策
の
ペ
ア
は
、
再
分
配
と
承
認
の
局
面

で
、
二
価
的
集
合
体
に
属
し
て
い
る
諸
人
格
の
不
遇
な
状
態
の
克
服
に
貢
献
す

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
承
認
と
い
う
観
点
を
之
る
な
ら
ば
、
彼
女
が
提
示
す
る
解

法

の
ペ
ア
そ
の
も
の
が
、
特
定
の
承
認
形
式
に
も
と
つ
く
再
分
配
で
あ
り
、
承

認
な
の
で
あ
る
。
ホ
ネ

ッ
ト
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
、
「分
配
を
め
ぐ
る
闘
争
と

は
、
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
に
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
て
い
る
(、
)」
の
で
あ
る
。

つ
ま

り
、
分
配
の
た
め
の
規
則
は

「特
定
の
活
動
が
ど
の
程
度
の
価
値
評
価
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
決
め
る
、
社
会
的
-文
化
的
裁
量
の
制
度
的
表
現
」
で

あ
り
、
・
こ
の
裁
量
の
正
当
性
に
た
い
す
る
異
議
申
し
立
て
が
分
配
を
め
ぐ
る
闘

争
と
し
て
顕
前
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
も
そ
も
社
会
的
に
制
度
化

さ
れ
た
価
値
体
系
の
変
革
を
要
求
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
フ
レ

イ
ザ
ー
が
気
付
け
な
い
の
は
、
彼
女
が
こ
こ
で
前
提
に
し
て
い
る
正
義
の
概
念

が
、
市
場
、
労
働
、
生
産
、
所
有
を
め
ぐ
る
社
会
経
済
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
と
ら

10



わ
れ
て
い
て
、
そ
の
た
め
に
承
認

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
解
決
す
べ
き
問
題
の
幅

を
狭
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
フ
レ
イ
ザ
ー
の
や
り
方
に
よ
っ
て
わ
れ

わ
れ
の
生
に
と

っ
て
譲
る
こ
と
の
で
き
な
い
物
質
的
資
源
の
再
分
配
が
、
不
遇

,

な
状
態
の
克
服
に

一「時
的
に
効
果
を
あ
げ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
再
分

配
と

い
う
方
法
が
有
効
で
あ
る
の
は
、
「結
果
と
し
て
」
発
生
し
だ
普
遍
主
義
的

な
平
等
や
自
由
の
侵
害
を
事
後
的

、
間
接
的
に
補
償
す
る
も
の
で
し
か
な
く
、

・予
防
的
に
作
用
す
る
社
会
構
造
へ
.の
変
革
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
は
な

い
。
言
い

換
え
れ
ば
、
分
配
を
め
ぐ
る
不
平
等
の
原
因
を
さ
ぐ
れ
ば
、
「あ
る
べ
き
承
認
」

の
不
在
、
も
し
く
は
誤

っ
た
承
認

に
行
き
着
く
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
自
分

の
生
き
か
た
を
決
定
す
る
自
由
と
平
等
、
能
力
に
応
じ
た
公
正
な
報
酬
の
根
拠

と
な
る
の
は
社
会
の
メ
ン
バ
ー
と

し
て
享
受
し
う
る
普
遍
主
義
的
な
個
人
の
諸

権
利
と
業
績
原
理
で
あ
る
。
こ
れ

ら
に
て
ら
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
特
定
の

人
格
や
グ
ル
ー
プ
に
た

い
し
て
認

め
ら
れ
て
い
な

い
か
ら
こ
そ
、
結
果
的
に
そ

こ
に
分
配
を
め
ぐ
る
不
公
正
が
感
じ
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
σ
特
に
分
配
の
公
正

さ
を
、
機
会
の
均
等
な
ど
に
ま
で
拡
大
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
再
分
配
と
い
う

観
点
を
出
発
点
と
す
る
こ
と
の
不
充
分
さ
は
あ
き
ら
か
に
な
る
。
つ
ま
り
、
不

r公
正
の
発
生
の
次
元
に
あ
る
の
が
承
認
の
欠
如
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
分
配
の
次

元
は
問
題
の
表
出

の
次
元
に
す
ぎ
ず
(
承
認
の
次
元
に
ま
で
立
ち
戻
る
こ
と
が

必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
原
因
に
迫
り
、
分
析
す
る
た
め
の
概
念
装
置
を

フ
レ
イ
ザ
ー
は
用
意
し
て
い
な
い
。

こ
こ
か
ら
再
分
配
と

い
う
解
法
を
め
ぐ

っ
て
ま
た
別
の
問
題
が
生
℃
て
く
る
。

、
そ
れ
は
社
会
の
再
生
産
の
た
め
に
不
可
欠
な
社
会
活
動
、
貢
献
、
役
割
を
、
す

べ
て
生
産
過
程
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
情
か
ら
で
あ
る
。
承

認
関
係
に
お
い
て
共
伺
体
の
目
標
や
価
値
に
て
ら
し
て
評
価
さ
れ
る
個
人
の
能

力
の
中
に
は
、
資
本
主
義
的
経
済
秩
序
に
し
た
が
っ
て
貨
幣
価
値
に
置
き
換
え

ら
れ
て
再
分
配
や
補
完
さ
れ
ム
こ
と
を
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
承
認
の
表
現
と
し

て
は
許
容
し
て
も
、
実
質
的
意
味
に
て
ら
せ
ば
拒
否
す
る
も
の
も
あ
る
。
例
え

ば
家
事
労
働
や
子
供

の
教
育
な
ど
に
つ
い
て
の
偏

っ
た
分
業
は
平
等
と
自
由
を

侵
害
す
る
も
の
の
、
そ
の
活
動
自
体
を
撤
廃
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ

の
う
え
従
事
者
た
ち
の
労
働
は
経
済
で
の
生
産
過
程
に
お
け
る
位
置
に
よ

っ
て

評
価
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
.そ
れ
を
再
分
配
と
い
う
道
で
解
決
を
さ
ぐ
れ

ば
、
賃
金
体
系
、
序
列
に
て
ら
し
て
労
働
力
の
質
と
量
か
ら
報
酬
や
補
填
す
べ

き
額
を
支
払
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
従
事
者
が
本
質
的

に
期
待
し
て
い
る
価
値
評
価
の
質
と
は
異
な

っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
彼
女
/

彼
た
ち
の
労
働
は
活
動
と
し
て
そ
の
成
果
を
無
視
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
に
従
事
す
る
に
あ
た

っ
て
期
待
さ
れ
る

一
連
の
承
認
要
求
が
軽
視
さ
れ
た

状
態
で
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
現
在
妥
当
し
て
い
る
労
働
報

酬
の
基
準
に
し
た
が

っ
て
再
分
配
と
い
う
方
法
に
し
た
が

っ
て
の
み
承
認
要
求

に
こ
た
え
る
こ
と
が
、
早
計
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
そ
れ
ば

「認

め
ら
れ
て
い
な
い
」
こ
ど
を
も

つ
と
も
明
確
に
示
し
て
い
る
ア
ウ
ト
プ
ッ
漆
の

部
分
だ
け
を
、
実
際
に
そ
う
し
た
解
決
が
最
適
で
あ
る
の
か
を
十
分
に
考
慮
せ

ず
に
是
正
し
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
再
分
配
が
要
求
さ

れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
ジ

ェ
ン
ダ
ー
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
入
種
に

ま

つ
わ
る
偏
見
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
れ
、
そ
の
根
源
に
は
人
格
の
持

つ
能
力

や
労
働
の
質
と
億
違
う
次
元
に
あ
る
軽
視
が
あ
ゐ
。
こ
こ
で
再
分
配
と

い
う
手

段
で
格
差
の
補
填
や
未
払

い
の
労
働
に
報
酬
を
あ
た
え
る
だ
け
で
は
、
こ
う
し

承 認 と コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン11



た
要
素
を
再
評
価
し
、
彼
女
/
彼
ら
の
尊
厳
を
修
復
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

ー
ホ
ネ

ッ
ト
の
承
認
形
式
を
め
ぐ
る
考
察
に
し
た
が
う
な
ら
、
こ
こ
で
は
ま
ず
当

事
者
自
身
が
生
活
を
お
こ
女

っ
て
い
く
上
で
他
の
人
格
と
平
等
に
分
か
ち
合

っ

て
い
る
は
ず
の
自
己
の
生
に
つ
い
て
の
決
定
権
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
る
人
格
の
自
律
的
な
生
に
関
す
る
判
断
に
先
駆
け
て
、
社
会
的
文
化
的
性
格

付
廿
が
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
優
先
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
分
業
と
分
配
を
め
ぐ
る
不
公
正
分
背
後
に
承
認
の
欠
如
、
な
い
し
は

誤

っ
だ
承
認
の
固
定
化
が
あ
る
こ
と
に
気
付
け
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
関
係
に

.
お
け
る
分
業
や
役
割
に
関
連
し
た
、
よ
り
複
雑
な
事
態
が
視
野
に
入
っ
て
く
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
家
族

や
集
合
体
の
た
め
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
情

動
的
要
素
で
あ
る
。
自
己
の
基
本
的
な
構
成
の
前
提
で
あ
る
親
密
な
領
域

へ
の

コ
ミ

ッ
ト
メ
ン
ト
に
本
質
的
に
作
用
し
て
い
る
の
は
愛
と
友
情
と
い
う
モ
チ
ー

フ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
は
非
常
に
し
ば
し
ば
公
共
圏
に
お
け
る
言
説

を
つ
う
じ
て
社
会
的
文
化
的
に
規
定
さ
れ
、
場
合
に
よ

っ
て
は
集
合
体
に
よ

っ

て
巧
み
に
美
化
さ
れ
政
治
化
さ
れ
や
す

い
。
愛
と
友
情
を
め
ぐ
る
言
説
が
権
力

の
編
成
を
不
可
視
の
ま
ま
に
構
築
し
、
維
持
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
既
成
の
社
会
的
文
化
的
に
規
定
き
れ
て
い
る
役
割
分
担
乏
差
別

の
構
造
を
可
視
的
に
し
て
、
社
会
関
係
を
編
成
し
直
す
こ
と
を
フ
レ
イ
ザ
ー
は

脱
構
築
と
し
て
の
承
認
の
課
題
と
し
て
い
る
。
こ
の
脱
構
築
を
、
す
な
わ
ち
ジ

ェ
ン
ダ
ー
に
規
定
さ
れ
な
い
分
業
や
生
活
形
式
を
実
現
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

る
の
な
ら
ば
、
分
配
を
め
ぐ
る

コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
発
生
の
段
階
か
ら
防
ぐ
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
、
ジ

ェ
ン
ダ
ー
に
規
定
さ
れ
た
情
動
の
表
現

方
法
、
パ
タ
ー
ン
、
解
釈
が
効
力
を
失
う
こ
と
に
は
な
る
。
こ
の
変
更
が
可
能

か
ど
う
か
、
権
力
に
媒
介
さ
れ
た
情
動
関
係
か
ら
区
別
で
き
る
理
想
的
で

「純

粋
な
」
情
動
関
係
が
可
能
で
あ
る
の
か
、
こ
う
し
た
問

い
を
フ
レ
イ
ザ
ー
に
、

さ
ら
に
は
ホ
ネ

ッ
下
に
た
い
し
て
向
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
本
稿
で
こ
の

問
題
を
扱
う
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
が
、
そ
れ
で
も
言
え
る
こ
と
は
、
情
動
あ

る
い
は

「情
動
と
さ
れ
℃
い
る
も
の
」
が
特
定
の
社
会
関
係
を
構
成
し
、
.別
の

承
認
形
式
か
ら
み
れ
ば
不
適
切
と
見
る
こ
と
の
で
き
る
事
態
を
正
当
化
す
る
こ

と
も
ま
た
あ
り
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
す
で
に
あ
る
承
認
の
パ
タ
ー
ン
に
し
た
が

っ
・て
、
親
密
な
関
係
に

お
い
て
著
し
い
不
平
等
や
非
対
称
な
役
割
分
担
や
依
存
が
あ
る
場
合
を
考
え
て

・

み
よ
う
。
こ
の
場
合
に
た
い
し
て
異
議
が
唱
え
ら
れ
に
く
い
こ
と
が
あ
る
。
こ

こ
で
当
事
者
の
あ

い
だ
の
関
係
が
問
題
化
さ
れ
な
い
の
は
、

一
つ
に
は
こ
の
社

会
関
係
が
ま
さ
に
互
い
の
人
格
の
あ
い
だ
の
、
と
く
に
情
動
を
介
し
た
関
係
に

、
還
元
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
「す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
わ
れ
わ

れ
の
社
会
関
係
に
は
つ
ね
に
愛
と
友
情
、
平
等
と
自
由

(自
律
)
、
業
績
と
能
力

と
い
う
三
種
の
承
認
要
求
が
同
時
に
付
随
し
、
競
合
し
あ

っ
て
い
る
の
で
あ
る

」

が
、
特
に
親
密
な
関
係
に
お
い
て
は
、
こ
の
関
係
の
構
成
と
維
持
に
志
向
し
た

情
動
が
、
自
己
決
定
の
放
棄
を
導
く
こ
と
が
あ
る
。
恋
人
、
配
偶
者
、
家
族
の

た
め
に
自
己
を
犠
牲
に
す
る
と
い
う
行
為
に
こ
の
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
自
己
犠
牲
を
強
制
す
る
権
力
の
潜
在
的
な
作
用
を
析
出
さ
せ

・
る
こ
と
も
で
き
る
。
人
格
の
あ

い
だ
の
社
会
関
係
に
介
在
す
る
承
認
の
パ
タ
ー

ン
が
権
力
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
承
認
形
式
の
あ
い
だ
の
優
位
関

.

係
に
影
響
が
及
ぶ
場
合
で
あ
る

〔.
)。
こ
の
作
用
を
踏
ま
え
た
上
で
も
言
え
る
こ

と
は
、
以
下
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
人
格
が
承
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
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が
当
事
者
に
ま
ず
意
識
化
さ
れ
る

の
は
、
お
そ
ら
く
は
た
ん
に
そ
の
自
己
決
定

が
阻
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
も
、
労
働
と
能
力
の
質
が
認
め
ら
れ
て
い
な

い
か
ら

で
も
な

い
。
そ
こ
で
は
み
ず
か
ら
が
お
こ
な

っ
た

=(請
け
負

っ
た
),行
為
の
動

機
付
け
と
し
て
機
能
し
て
い
る
、
み
ず
か
ら
が
相
手
に
よ
せ
て
い
る
情
動
が
社

会
関
係
に
お
い
て
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
相
互
的
に
情
動
を
よ
せ
あ
う

・

パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
そ
う
し
た

ア
ク
タ
ー
と
し
て
行
為
を
評
価
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
あ
る
い
は
こ
の
評
価
が
別

の
承
認
の
メ
デ
ィ
ア
に
変
換
さ
れ
て
表
現
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
ど
ち
ら
の
こ
と
も
見
い
だ
せ
な
い
と
き
に
、
コ
ン
フ
リ

ク
ト
は
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
の
克
服
は
、
何
よ
り
も
情
動

に
も
と
つ
く
行
為

の
承
認
か
ら
は
じ
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ

で
ま
ず
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
、
相
手

の
行
為
を
み
ず
か
ら
に
た
い
す
る
情
動
の

・

表
現
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
こ
ち
ち
も
愛
情
や
友
情
を
相
手
に
よ
せ
て
い
る
こ

と
を
表
現
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
表
現
は
言
語
を
介
し
た
も
の
で

あ
れ
、
身
体
的
振
る
舞

い
に
す
ぎ

な
い
も
の
で
あ
れ
、
相
互
主
観
的
に
共
有
し

あ
う
.一
つ
め
亂
度
化
さ
れ
た
習
慣

で
あ
る
(、。)。
.こ
の
承
認
の
表
現
が
受
け
い
れ

ら
れ
た
上
で
、
そ
れ
以
外
の
形
式

の
承
認
が
配
慮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

既
存
の
社
会
的
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
な
い
し
は
相
互
主
観
的
に
受
け
い
れ
て
い
る
役
割

や
行
為
期
待
に
変
更
を
く
わ
え
ら
れ
た
り
、
行
為
や
成
果
に
み
あ
う
よ
う
な
再

分
配
が
適
切
な
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
二
次

的
な
こ
と
で
あ
る
。

一
度
は
犠
牲

に
し
た
自
己
決
定
の
権
利
や
ハ
能
力
と
労
働

に
応
じ
た
報
酬
を
取
り
も
ゼ
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

い
ず
れ
に

せ
よ
、
親
密
な
関
係
に
お
い
て
愛
情
と
友
情

の
対
象
と
し
て
の
承
認
を
確
認
さ

れ
な
い
な
ら
ば
、
あ
と
か
ら
お
こ
な
わ
れ
た
自
由
と
平
等
の
回
復
と
、.
能
力
と

業
績
の
再
評
価
は
、
、そ
も
そ
も
あ

っ
た

(と
想
定
さ
れ
て
い
る
)
社
会
関
係
を

ま

っ
た
く
別
の
関
係

へ
と
組
み
か
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
変
化
を
好
ま

し
い
も
の
と
受
け
止
め
る
か
、
苦
痛
と
受
け
止
め
る
か
、
そ
れ
は
当
該

の
社
会

関
係
に
お
い
て
ア
ク
タ
ー
が
ど
の
承
認
形
式
を
重
要
視
し
て
い
る
の
か
に
よ

っ

て
決
め
ら
れ
る
。
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
社
会
化
さ
れ
て
い
る
か
ぎ

り
で
、
こ
こ
で
の
ア
ク
タ
ー
の
選
好
に
生
活
世
界
は
相
互
主
観
的
な
資
源
を
提

供
す
る
。

,

先
に
あ
げ
た
親
密
な
関
係
に
お
け
る
例
か
ら
次
に
暗
示
さ
れ
る
の
は
、
社
会

の
ア
ク
タ
ー
の
健
全
な
生
の
回
復
を
志
向
し
た
再
分
配
と

い
ヶ
手
段
そ
の
も
の

・

が
、
時
と
し
℃
社
会
関
係
の

一
種
の
物
象
化
を
ま
ね
く
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

承
認
の
不
在
や
歪
曲
が
原
因
で
不
遇
な
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
人
々
の
救
済
に

根
本
的
に
必
要
な
の
は
、
み
ず
か
ら
の
生
を
め
ぐ
る
決
定
の
自
由
と
平
等
で
あ

.

る
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
速
効
性
が
あ
り
、
実
際
に
有
効
な
方
法
で

あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
採
用
さ
れ
る
の
は
、
経
済
的
条
件
に
配
慮
し
た
貧
困
の

.克
服
で
あ
る
。
し
か
し
毒
く
ま
で
も
こ
の
救
済
手
段
を
ど
る
に
さ
い
し
て
無
視

で
き
な
い
こ
と
は
、
当
事
者
た
ち
の
救
済
後
の
自
立
で
あ
る
。
こ
こ
で
危
惧
さ

れ
る
の
は
、
当
事
者
た
ち
が
み
ず
か
ら
の
、一
部
の
人
格
的
要
素
の
再
評
価
に
満

足
し
て
、
そ
れ
以
外
の
承
認
要
求
を
取
り
さ
げ
る
、
あ
る
い
は
不
問
に
付
す
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
私
は
、

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
現
代
に
お
け
る
物
象
化

と
し
て
描
き
出
し
た

「生
活
世
界
の
植
民
地
化
」
現
象
の

一
つ
の
端
緒
が
あ
る

と
考
え
る
璽
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
警
鐘
を
鳴
ら
す
の
は
、
経
済
的
充
足
や
社
会

の
安
定
性
や
効
率
性
ど
引
き
換
え
に
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
介
し
て
本
来

再
生
産
さ
れ
る
は
ず
の
生
活
領
域
が
官
僚
主
義
的
お
よ
び
経
済
的
主
義
的
命
法

承 認 とコ ミュ;ケ ー シ ョン
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に
よ

っ
て
侵
食
さ
れ
、
コ
ン
.ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
こ
と
に
た
い
し
て
で
あ
る
。
そ

し
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
警
告
し
た

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
シ
領
域
の
萎
縮
、
対

抗
的
言
説
と
運
動
の
沈
静
化
を
承
認
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
読
み
替
え
れ
ば
、
承

認
要
求
が
経
済
的
再
分
配
に
よ

っ
て
表
面
上
満
た
さ
れ
、
別
の
基
準
に
し
た
が

ヶ
承
認
形
式
に
つ
い
て
の
不
満
や
異
議
は
封
じ
込
ま
れ
て
し
ま
う
と

い
う
ケ
ー

ス
が
視
野
に
入

っ
て
く
る
。
家
庭
内
で
σ
労
働
と
教
育
で
の
役
割
を
評
価
す
る

さ
い
に
、
労
働
市
場
に
お
け
る
基
準
を
採
用
す
れ
ば
、
納
得
の
い
く
報
酬
を
え

た
と
い
う
意
味
で

「被
雇
用
者
」
と
し
て
報
酬
を
え
た
場
合
と
類
似
し
た
満
足

感
を
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
完
ろ
う
。
こ
こ
で
え
ら
れ
た
満
足
感
は
当
事
者
の

人
格
に
た

い
す
る
承
認
を
え
ら
れ
た
ど
い
う
錯
覚
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
人
格

の
承
認
は
拡
大
さ
れ
た
承
認
の
次
元
で
語
る
な
ら
け

っ
し
て
人
格
そ

の
も
の
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
承

認
を
め
ぐ
る
異
議
申
し
立
て
が
沈
静
化
さ
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
歪
め
ら
れ
た

承
認
関
係
と
し
て
の
生
活
世
界
の
植
民
地
化
の
病
巣
が
あ
る
蓼
。
充
足
が
困
難

で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
承
認
を
迂
回
し
て
、
経
済
的
不
利
の
是
正
を
目
的
と
す

る
再
分
配
ば
、
本
来
の
承
認
要
求

を
封
じ
込
め
る
と

い
う
形
で
機
能
す
る
。
こ

の
こ
と
に
よ

っ
て
可
能
と
な
る
の
ば
、

一
方
で
大
衆
を
労
働
力
の
提
供
者
と
消

費
者
と
い
う
役
割
に
満
足
さ
せ
、
他
方
で
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
受
給
者
と
聞
き
分

け
の
、い
い
選
挙
民
と

い
う
地
位
に
安
住
さ
せ
、
彼
女
/
彼
ら
か
ら
の
忠
誠
心
を

安
定
し
て
調
達
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
妥
協
に
よ

っ
て
特
定
の
形
式

の
承

認

の
不
在
が
継
続
さ
れ
、
異
議
申
し
立
て
の
対
象
で
あ

っ
た
体
制
そ
の
も

の
が

温
存
さ
れ
て
し
ま
う
事
態
と
く
ら

べ
て
み
れ
ば
、
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
は
、
そ

れ
が
顕
在
化
し
た
と
い
う
点
で
は
幸
運
な
ケ
ー
ス
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

一
見
し
て
分
配
を
め
ぐ
る
闘
争
と
思
わ
れ
る
問
題
の
背
後
に

は
、
承
認
の
次
元
に
お
け
る
不
適
切
な
、
あ
る
い
は
公
正
で
は
な
、い
人
格
の
評

価
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、
杜
会
の
再
生
産
と
い
う
目
標
に
て
ら
し
た
従
事

者
の
役
割
、
能
力
を
評
価
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
問

題
の
根
本
的
な
解
決
の
た
め
に
は
従
事
者
の
自
立
し
た
生
の
実
現
に
配
慮
し
た

、

評
価
の
た
め
の
社
会
-文
化
的
価
値
が
見
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
參
。
そ
れ

は
、
・以
降
に
お
い
て
も
分
配
だ
け
で
は
な
く
、
承
認
を
め
ぐ

っ
て
個
人
や
集
団

が
く
り
か
え
し
不
遇
な
扱
い
を
受
け
る
こ
ど
を
防
止
す
る
た
め
で
あ
る
。
承
認

を
め
ぐ
る
闘
争
の
多
く
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
評
価
の
た
め
の
制
度
的
基

準
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
か
、
現
行
の
基
準

の
妥
当
を
め
ぐ
る
吟
味
が
な
さ
れ

る

こ
と
が
な
い
の
で
、
承
認
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
取
り
違
え
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
分
配
を
め
ぐ
る
闘
争
と
は
、、
承
認
と
関
連
し
て
あ
る
社
会
集
団

や
個
人
が
正
当
に
要
求

で
き
る
物
質
前
財
の
特
定
の
量
を
決
め
る
社
会
的
に
確

定
し
た
価
値
基
準
を
め
ぐ
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

4

社
会
的
正
義
の
概
念
の
拡
張
ど
承
認
論
の
射
程

こ
う
し
た
考
察
で
際
立
た
さ
れ
る
こ
と
は
、
社
会
的
正
義

の
問
題
を
経
済
的

指
標
で
め
み
測
ら
れ
た
物
質
的
資
源
の
分
俚
に
還
元
す
る
こ
と
の
狭
隘
さ
で
あ

る
。
古
典
的
な
社
会
的
正
義
概
念
が
要
請
す
る
の
は
、
以
下
の
こ
と

で
あ
る
。

「社
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
年
齢
、
性
別
、
階
層
に
関
係
な
く
、
法
的
に
保
証
さ
れ

た
諸
自
由
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
、
十
分
な
物
質
的
資
源
を
享
受

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(%)」
。
確
か
に
、
正
義
の
概
念
に
は
個
人
の
尊
厳
や
健
全
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な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成

へ
の
配
慮
か
ら
変
化
が
起
こ
っ
て
き
て
は
い
る
。

広
義

の
分
配
の
正
義
論
者
に
含
む

こ
と
が
で
き
る
ロ
ー
ル
ズ
も
ま
た
、
社
会
で

公
正
に
分
配
さ
れ
る
べ
き
基
本
財
を
、
収
入
や
財
産
に
限
定
せ
ず
、
最
終
的
に

は
権
利
、
自
由
、
職
場
や
教
育

へ
の
機
会
と
い
っ
た
も
の
に
ま
で
拡
大
し
て
い

る
。
ま
た
、
階
級
は
も
ち
ろ
ん
、
セ
ク
シ
ャ
リ
テ
ィ
や
ジ

ェ
ン
ダ
ー
、
人
種
や

文
化
的
-
エ
ス
ニ
ッ
ク
的
出
自
の
軽
視
や
侮
辱
と

い
う
状
態
を
改
善
し
、
多
元

王

義
の
社
会
を
擁
護
す
る
と

い
う
態

度
に
も
正
義
概
念

の
拡
張
は
確
認
で
き
る
。

し
か
し
、
正
当
に
分
配
さ
れ
る
べ
き
財
の
質
と
集
団
の
拡
張
を
要
求
す
る
こ
と

は
あ
く
ま
で
も
事
後
的
な
こ
と
で
し
か
な
い
。
こ
れ
ま

で
の
考
察
に
よ
っ
て
明
.

ら
か
に
な

っ
た
よ
う
に
、
社
会
的
正
義

の
侵
害
が
始
ま
る
次
元
と
不
正
が
顕
前

化
す
る
次
元
の
あ

い
だ
に
は
ズ
レ
が
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ

の
議
論
に
弱
さ
が
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
ズ
レ
に
対
処
す
る
た
め
に
彼
が
用
意
し
だ
戦
略
が
実
は

問
題
の
平
板
化
を
招

い
て
し
ま

っ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。

ロ
ー
ル
ズ
の
試
み
は

正
義
を
め
ぐ
る
問
題
の
克
服
に
た

い
し
て
短
期
的

・
部
分
的
に
は
有
効
で
あ

っ

て
も
、
そ
れ
が

「す
で
に
起
こ
っ
た
」
問
題
の
克
服
と

い
う
性
格
を
持
つ
以
上
、
・

問
題
の
発
生
を
分
析

・
診
断
す
る
に
は
及
ば
な
い
。
結
果
的
に
彼
は
顕
前
化
し

た
問
題
の
表
面
に
あ
わ
せ
た
解
決
に
志
向
し
、
問
題
の
発
生
源
と
現
場
を
平
等

主
義
的
な
側
面
か
ら
単
純
化
し
ま
う

の
で
あ
る
。

そ
れ
に
た

い
し
承
認
の
道
徳
と

い
う
観
点
を
と
る
こ
と
の
ね
ら
い
は
、
集

合

体
や
人
格
の

「健
全
な
生
」
や
自
律

へ
の
配
慮
を
、
今
ま
で
顧
み
ら
れ
な
か

っ

た
承
認
を
介
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
過
程
に
ま
で
遡

っ
て
お
こ
な
う

こ
と
に
あ
る
。
・そ
う
し
て
は
じ
め
て
、
す
で
に
社
会
運
動
な
ど
で
先
取
ら
れ
て

い
る
拡
張
さ
れ
た
社
会
的
正
義
が
実
現
す
る
た
め
の
条
件
、
す
な
わ
ち
公
正
な

.社
会
の
実
現
の
た
め
に

「個
々
の
メ
ン
バ
ー
が
す
べ
て
、
可
能
な
限
り
の
自
律

を
享
受
し
つ
つ
、
他
者
と
の
共
生
に
お
い
て
自
己
の
生
の
目
標
を
実
現
で
き
る

(%
}」
条
件
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
追
求
さ
れ
る
こ
と
は
、
現
状

の
不
遇
な
状
態
を
物
質
的
な
支
援
に
よ

っ
て
救
済
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な

い
。

現
在
の
状
況
に
お
い
て
不
公
正
な
人
格

の
扱

い
や
、
不
平
等
な
分
配
、
分
業
が

固
定
化
す
る
原
因
と
な

っ
た
承
認
関
係
を
突
き
と
め
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。

そ
の
う
え
で
既
存
の
分
配
や
分
業
を
規
制
す
る
価
値
体
系
が
見
直
さ
れ
、
機
会

の
均
等
や
社
会
的
評
価
の
回
復
の
た
め
の
教
育
や
文
化
政
治
で
の
処
方
箋
が
必

要
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
教
育
や
労
働
、
活
動
の
自
由
な
機
会
を
確
保
す
る
・

と

い
う
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
た
だ
参
加
条
件
か
ら
特
権
性
を
排
除
す
る
と

い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
損
な
わ
れ
た
承
認
が
原
因
で
到
達
で
き
な
か
っ
た

能
力
、
競
争
力
を
当
事
者
た
ち
が
取
り
戻
せ
る
こ
と
を
、
制
度
と
し
て
実
現
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
承
認
と

い
う
観

点
か
ら
遡
行
的
に
探
り
だ
さ
れ
た
原
因
を
現
下
の
社
会
集
団
に
お

い
て
除
去
す

'

る
こ
と
を
試
み
、
最
終
的
に
は
人
格
的
尊
厳
の
軽
視
や
侮
辱
の
同
種
の
パ
タ
ヨ

ン
が
社
会
化
を
つ
う
℃
て
次
世
代
に
持
ち
越
さ
れ
る
こ
と
を
遮
断
す
る
こ
と
も

」

ま
た
、
承
認
の
政
治
の
本
来
的
な
課
題
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

お
わ

り
に

ホ
ネ
ッ
千
に
よ
る
承
認
の
道
徳
と
い
う
試
み
は
、
歪
め
ら
れ
た
承
認
を
分
析

す
る
た
め
の
パ
ラ
メ
ー
タ
を
提
示
し
、
個
人
の
尊
厳
の
た
め
に
配
慮
す
べ
き
は

何
か
と
い
う
問
い
に
、
見
通
し
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に

承 認 と コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン15



批
判
的
社
会
理
論
と
し
て
社
会
批
判
に
指
針
を
与
え
る
ど

い
う
課
題
に
お

い
て
、

ホ
ネ

ッ
ト
が
み
ず
か
ら
の
理
論
に
持
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
機
能
を
垣
間
見
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
。
し
か
し
、
ホ
ネ
ッ
ト
自
身
が
み
ず
か
ら
の
社
会
理
論
に

」
お

い
て
最
終
的
に
め
ざ
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
社
会
の
相
互
行
為
に
お
け
る
道

徳
的
緊
張
か
ら
構
造
的
に
生
じ
て
く
る
闘
争
と
い
う
契
機
か
ら
社
会
の
発
展
傾

向
を
説
明
す
る
と

い
う
課
題

多

は
、
い
ま
だ
に
果
た
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
こ

,
で
、
例
え
ば

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
試

み
と
比
較
し
て
、
ど
ち
ら
が
有
効
か
ど
う
か

を
問
う
こ
と
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
問
い
を
立
て
る
に
し
て
も
、
こ

れ
ら
二
っ
の
観
点
か
ち
批
判
さ
れ
る
べ
き
社
会
の
問
題
分
違
い
を
考
慮
す
る
必

要
が
あ
る
。

一
方
で
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
彼
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為

の

理
論
に
お
い
て
社
会
の
合
理
化
問
題
に
焦
点
を
定
め
て
い
る
の
に
た
い
し
、
他

方
で
ホ
ネ

ッ
ト
の
試
み
は
現
状
に
お
い
て
相
互
人
格
的
な
社
会
関
係
の
分
析
に

と
ど
ま

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
あ
ら
た
に
解
釈
さ
れ
直
さ
れ
た
物
象

化
と
し
て
の
生
活
世
界
の
植
民
地
化
問
題
を
、
後
者
は
現
時
点
で
は
社
会
に
お

け
る
人
格
に
た
い
す
る
偏
見
や
侮
辱
、
そ
れ
に
と
も
な
う
差
別
や
搾
取
と

い
っ

た
社
会
的
な
不
正
を
視
野
に
収
め

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
が
取
り
組
む
現

象
の
次
元
は
そ
も
そ
も
異
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
扱
う
現
実
的
な
問
題
の

あ

い
だ
の
違

い
を
比
較
す
る
よ
り
も
さ
ら
に
必
要
で
、
か
つ
意
味
の
あ
る
作
業

と
思
わ
れ
る
の
は
次
の
こ
と
で
あ

る
。
ホ
ネ

ッ
ト
自
身
も
認
め
る
よ
う
に
、
彼

自
身
の
議
論
の
組
み
立
て
も
ま
た
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

論
的
転
回
の
強
力
な
圏
域
の
う
ち

に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
奇
妙
と
も
言
え

る
こ
と
だ
が
、
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ

の
理
論
的
試
み
に
お

い
で
中
心
に
お
い
で
い

る
概
念
が
、
ど
う
絡
み
合

っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
明
ら
か
で
、

は
な

い
。
そ
こ
で
私
に
と

っ
て
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
二
つ
の
ア

.ブ
ロ
ー
チ
け
連
続
性
/
非
連
続
性
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
中
心
的
な

概
A
宇

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
と
承
認
レ

の
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
こ

の
地
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
試
み
の
射
程
を
さ
ぐ
る
こ
と
で
あ
る
。
次
の
機
会
に

私
が
継
続
し
て
試
み
た
い
ど
考
え
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
課
題
で
あ
為
。

そ
し
℃
本
稿
で
の
議
論
は
、
こ
の
課
題
が
果
た
さ
れ
た
あ
と
で
ふ
た
た
び
顧
み

ら
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
私
は
今
後
の
課
題
に
お
い
て
検
討
す
べ
き
幾

つ
か
の
点
に
言
及
し
て

お
き
た

い
。
ホ
ネ

ッ
ト
が
、
「道
徳
的
侵
害
と
い
う
経
験
を
手
が
か
り
に
遡
行
的

に
」
ど

い
う
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
経
験
を
介
し
た
分
析
方
法
を
と
る
こ
と
は
、
確

か
に
善
き
生

へ
の
形
式
的
条
件
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と

し
て
は
有
効
か
心
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
理
論
的
分
析
方
法
と
し
て
承
認
関
係

の
分
類
、
整
序
に
有
効
だ
と
し
て
も
、
承
認
を
め
ぐ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
が
ネ
.

.
ガ
テ
ィ
ブ
で
あ
る
こ
と
を
、
行
為
状
況
の
背
後
で
前
提
と
さ
れ
て
い
る
承
認

の

あ
り
か
た
が
正
当
な
/
不
当
な
も

の
で
あ
る
こ
と
を
判
断
す
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
不
明
瞭
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
承
認
関
係
を
判
断
す
る
惑

い
の
二
つ
の
困
難

が
あ
る
。

ホ
ネ

ッ
ト
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
三

つ
の
承
認
形
式
の
あ

い
だ
に
は
緊
張
閣

.
係
も
あ
れ
ば
、
状
況
的
な
優
位
関
係
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
承
認
形
式
の
あ
い
だ
で
満
た
さ
れ
方
に
大
き
な
違
い
が
あ

っ
て
も
、

当
事
者
に
道
徳
的
侵
害
が
経
験
さ
れ
る
ま
で
は
、
す
で
に
進
行
し
て
い
光
と
し

て
も
、
承
認
関
係
の
歪
曲
が
顕
在
化
し
に
く

い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
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第
二
に
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
「承
認
の
諸
要
素
に
た
い
す
る
侵

害
は
そ
も
そ
も
当
事
者
に
経
験
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
第
三
者
に
も
経
験
さ

.
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
ヶ
問

い
で
あ
る
。
当
事
者
に
も
経
験
さ
れ
な

い
こ

と
を
、
批
判
者
と
し
て
の
第
三
者
が
診
断
で
き
る
の
か
?
こ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
社
会
に
お
い
て
相
互
主
観
的
に
妥

当
し
て
い
る
承
認
を
め
ぐ
る
価
値
基
準
を

第
三
者
が
持
ち
出
し
て
、
現
状

の
承
認
の
状
態
に
異
議
を
唱
え
た
と
し
て
も
、

当

事
者
の
観
点
か
ら
彼
/
彼
女
が
重

要
視
し
て
い
る
承
認
の
充
足
を
つ
う
じ
て
、

ド　

別
の
承
認
要
素
の
軽
視

・
蔑
視
が
相

殺
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の

軽
視
や
蔑
視
は
、、
他
の
承
認
要
素
と

の
優
位
性
で
耐
え
る
こ
と
の
で
き
る
も

の

な
の
で
あ
る
か
、
あ
る
と
す
れ
ば

そ
の
程
度
は
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る

の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
考
察
が
必
要
で
あ
、ろ
う
。
,
こ
の
こ
と
が
私

に
と

っ
て
深
刻
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
こ
に
は
承
認
に
か
か
わ
る
事
象

に
た
い
し
て
理
論
的
に
近
づ
こ
う
と
す
る
も
の
の
認
識
論
的
位
置
付
け
を
め
ぐ

る
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
か
ら
で
あ

る
。
か
つ
て
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
主
題
化
し

た
体
系
的
に
歪
め
ら
れ
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
概
念
に
向
け
ら
れ
た

批
判
が
、
こ
こ
で
は
ホ
ネ

ッ
ト
に
も
ま
た
降
り
か
か

っ
て
い
る
と
言

っ
て
も
よ

・い
。
承
認
の
歪
み
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
歪
み
、
そ
れ
ら
を
浮
か
び
上
が

ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
視
座
を
ど

の
よ
う
に
確
保
す
れ
ば

い
い
の
だ
ろ
う
か
。

経
験
さ
れ
た
歪
み
や
、
知
覚
さ
れ
た
不
正
を
き

っ
か
け
に
現
状
の
承
認
状
況
に

た

い
し
て
異
議
申
し
立
て
を
行
い
、
共
同
の
討
議
を
開
始
す
る
こ
と
は
コ
ン
フ

リ
ク
ト
の
克
服

の
手
続
き
と
し
て
は
適
切
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
ま
ず
そ

の
前
に
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
森

い
の
は
、
こ
れ
ら
の
過
程

の
端
緒
で
あ
る

歪
め
ら
れ
た
承
認
や
、
承
認
の
不
在

が
知
覚
さ
れ
る
条
件
で
あ
る
。
こ
の
条
件

の
究
明
に
お
い
て
は
さ
ら
に
、
す
で
に
述
べ
た
承
認
形
式
に
お
い
て

「誰
が
ど

の
よ
う
に
承
認
さ
れ
る
の
か
」
と
い
う
パ
タ
ー
ン
の
発
生
を
分
析
す
る
こ
と
が

要
求
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
承
認
、
そ
し
て
権

力
の
作
用
と
の
あ
い
だ
の
関
連
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
課
題
は
非
常
に
複
雑
で
困
難
で
は
あ
る
も
の
の
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
承
認
の
社
会
理
論
が
、
現
在
進
行
形
の
歪
め
ら
れ
た
道
徳
的
侵
害
に
つ
い
℃

パ
ッ
シ
ブ
に
、
事
後
的
に
診
断
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
る
こ
ど
を
の
ぞ
ま
な

い
の

で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
こ
の
社
会
理
論
が
権
力
や
特
定
の
利
害
関
心
に
よ

、

っ
て
承
認
範
型
が
前
も

っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
盲
目
で
は
な

い
の
か
と

い
う
疑
惑
に
抗
す
る
た
め
に
は
、
避
け
る
こ
と
の
で
き
な

い
課
題
で
あ
る
に
ち

が
い
な
い
め
で
あ
る
。
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切
霞
一貯
鳩
≦
δ
P

一
り
謹
●

(3
)
ト
智

註

ρ
》

さ
8
黛

&

募

貯丶8
"
国
9。
居
≦

a
り
一〇
謬
・

(4
)
o
『
・
↓
畳

。
さ

g
・

勺
。
=
け臣

黄

≧

奠

§

矗

=

巨

〉
耄

」
O
⊆
旦

四
蕁

(貯

⑰q
・)・
ミ

窺
ミ

叶
昏

ミ

匙

恥
臼

器

・§

亀
ミ

①
ぎ

ミ

沖

箒

丶

ぎ

Φ
器

旨
b
§

い
閃
冨
艮

津
詳
＼
ζ
℃
一
り
8
唱
鵑
・bσ
一
●

(
5
)
客

謬

・・
さ

甲

。
ヨ

寄

象
・
暮

鼠

。
茸

島

§

。q
言

。
島

皀

詈

§

ω
。
h

甘

。。
昏

Φ
貯

。。
』℃
o
ω
学
ω
o
o
芭

蜂

.
>
mq
ρ

巨

〉
♂
哥

卜
臨

沁
Φ
ミ
Φ
ヨ

乞
鋸
ヨ
σ
興

bo
一
bo
噸
一
㊤
Φ
9

ω
・O
oo
也

ω
.
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(
6
)
産

』

・.ρ

9

号

3
①
び

謬

ぎ

簿

§

魁
§

§

鼾

爭

§

紆

書

ミ

忌

疑
o
⑦
§

詠
9

魯

潮

h
§
題

Φ
ミ
爵

日
ρ
σ
ぎ
oq
①
P

一
り
O
ρ

ハ
ー
バ
ー

マ
ス
の

ガ
ダ

マ
ー
に
た

い
す

る
批

判
的
立
場

は
、
次

の
論

集
に
お

い
て
展
開
さ

れ
て

い
る
。
旨

=
餌
σ
①
『
∋
蝕
ρ

N
竃
丶
卜
o
晦
弊

鉱
Φ
丶
砺
o
N
貯
丶等
嵐
恥
Φ
旨
ω
o
詮
鋤
訪
Φ
b
(㎝

・

〉
包

o
oq
Φ
)矯
閃
擂
芽

皆
詳
＼
ζ
讐
一
り
◎。
b。
●
ま
た
、

ハ
ー
バ
ー

マ
ス
が

い
か
に
解
釈

.

学
的

ア
プ

ロ
ー
チ
を
、
彼

の
批
判
的
社
会

理
論

の
重
要
な
方
法
と
し

て
導
入

し
た
か

に

つ
い
て
は
私
も
論

じ
た
こ
と
が
あ

る
。

拙
稿

「
ハ
ー

バ

マ
ス
の
生

活
世

界
論
」

(
『年

報
人

間
科
学
』

(大

阪
大
学

人
間
学
部

・
社
会
学

・
人
類

学

・
人
間
学

研
究
室
)、
第

十
五
号

、

一
九
九

四
年
)
を
参
照
さ
れ
た

い
。

(7
).

こ
う

し
た
文
化

に
お

い
て
は
、
.女

性

に
た

い
す

る
抑

圧
も
ぎ
た
正
当
化
さ
れ

か
ね
な

い
場
合
を

、

ス
ー
ザ

ン

・
ウ

ル
フ
は
指

摘
七

て

い
る
。

ウ
ル

フ
は
、

、

文
化

的

ア
イ

デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
が
不
寛
容

に
転
じ

て
し
ま
う

危
険
性
を
排
除
七

切
れ

て
い
な

い
こ
と
、に
、

テ
イ
ラ
ー

の
議
論

の
不
用
意

さ
、
早
急
さ
を
見

て

い
る
。

ψ

芝

鼻

内
。
∋

∋
舞

聟

巨

財

o
畧

§

目

(貯

αQ
.)葛

㊤
b。
舞

。。
一
●
・

(8
)
↓
塁

δ
さ

一
8
b。
矯
ψ

ω
卜。
●

(9
)
〉
・
出
O
ロ
ロ
O
け厂

諮

臼
黛

窺
謹

工
b
Φ
碁
Φ
§

§

鱗

牢

四
爵

注
答

＼
ζ
矯
一
㊤
㊤
蝉
ま
た
、

ホ
ネ

ッ
ト

の
試

み
を

よ
り
詳
細

に
理
解
す
る
た
め

に
は
、

日
暮
雅
夫
氏
.に
よ

.
る
以

下
の
考
察
を
参

照

の
こ
と
。
「
ア
ク
セ
ル

隔
ホ
ネ

ッ
ト
に
お
け

る
承
認
論

の
展
開
」
、

『社
会

思
想

史
研
究

』
.第

二
二
号
、

一
九
九

八
年

、
九

三
-九

九

頁
。

(
10
)
こ
の
社

会

の
発
展

モ
デ
ル
が

『精
神

現
象

学
』
以
降
、
精
神

の
弁

証
法
的
止

揚

の

モ
デ

ル
に
と

っ
て
か
わ
ら
れ

る
の
は
周
知

の
通
り

で
お

る
が
、

へ
ー
ゲ

ル
は
彼

の

.『法
権
利

の
哲
学
』

に
お

い
で
ふ
た
た
び

こ
の
分
類
を
と

り
あ

げ

て
い
る
。

(
11
V
.炭
8

幕

9
し
㊤
8

.
ω
.
一
置
・

(
一ト。)
=
o
鬘

①
登

一
り
8

℃
ψ

一㎝
押

(一
ω
)
.
社
会

の
発
展
を
合
理
化
と

し

て
と
ら
え

る

ハ
ー
バ
ー

マ
ス
の
体
系

に
は
道
徳

的

コ
ン
フ
リ
ク
ト

の
契
機
が
欠

如
し

て
い
る
と

い
う

認
識
か
ら
、

ホ
ネ

ッ
ト

.は
承

認
を
め
ぐ

る
闘
争
を
社
会

の
運

動
.の
動
因
と
と

ら
え

る
批
判
的
社
会

理

論
の
構

想
を
抱

い
た
。

こ
の
経
緯

に

つ
い
て
は
以

下

の
著

作

の
あ
と

が
き

で

明

ら

か

に

さ

れ

て

い

る

。

〉
・
掴
0
5
p
簿
貫

内
匡
二
犀

仙
霞

ζ

⇔
o
茸

.

陶
Φ
亀
Φ
ざ
o
旨
器

建
融
員

Φ
註

霞

奔
、
禅
訂
息

Φ
嵩

O
Φ
器
丶駐
9

勉
訪
恥
導

Φ
o
丶
丶ρ

閃
蕁
鼻

注
障
＼
ζ
レ
㊤
Q。
q
・
ま
た
、
批
判
的
社
会
理
論
と
は
、

ホ
ネ

ッ
ト
の
理
解

に
よ

れ
ば

、
社
会
理
論
と
社
会
批
判

と

い
う

二

つ
の
課
題

か
ら
構
成

さ
れ
て

い
る
。

こ
の
枠

組
み

の
中

で
社
会
理
論

は
社

会

の
動
向
と
規

範
的
内
実

の
分

析
を

お
こ
な

い
、
社

会
批
判

に
た

い
し
根
拠
を
あ
た
え

る
機

能
を
果
た

さ
ね

ば
な

ち
な

い
。

ハ
ー
バ
ー

マ
ス
の
討
議

倫
理
、

ロ
ー
ル
ズ

の
正
義
論
、

ホ
ネ

ッ
ト

の
承
認
論

と

い
.っ
尢
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
は
社
会
批
判

に
志
向

し
た
社
会

理

論
と
呼

ぶ
こ
と

が
で
き
る
。
他
方

で
ホ
ネ

ッ
ト
は
、
社
会
批

判

の
可
能
性
を

.

ハ
ー

バ
L

マ
ス
よ
り

広
く
と
ら
え

て

い
る
。

ホ
ネ

ッ
ト

に
よ
れ
ば
、
規
範

的

基
礎
付
け
を
と

も
な
わ
な
う

社
会
理
論
だ

け
に
、
社
会
批
判
.と

い
う
課
題

が

特
権
化
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
.い
。
〈
㎎
一●
〉
・
出
o
彗

簿
貫

勾
舞
8

ω
け吋
鼻

二
く
①

O
o
ω
①
=
ω
o
冨

ha
評
二
菖
評
9

8
H
αq
①
津

9。
ご
oQ
δ
o
冨

ヨ

<
o
吾
o
冨

拝

N
舞

.冠
8

α
興

内
篝

幹

ぎ

住
奠

甲

p
算

注
『
8
民
ω
o
巨

す

巨

b
霆

融
9

Φ
N
簿

恥
9
彝

錘
丶
§

受
8
§

丶ρ
=
国
『
勹
伊
N
8
只
σ
)●

(
14
)

国
o
目

①
菩

b

O
O
O
(四
)あ

・一
◎。
9

・

(
15
)

=
0
8

Φ
讐

℃
一㊤
㊤
卜。
あ

●
卜。
=

.

(
16

)

〉
.
類
8

5
Φ
け
貫

霊

匪

9
£

帥魯

9

=

巳

一く
己
ロ
巴

穹

宰

Φ
ぎ

Φ
一け
●
国
①
oq
①
一の

N
蝕

巳

δ
oq
5
0
ω
①

⊆
β
α

象

①

O
Φ
oQ
①
5
≦

霞

r

ぎ

…

U
母

ω
8

=
ロ
5
0q
冖

内
O
霞

①
o。℃
o
P
住
①
コ
N
.
H
馨

爰

く
①
5
二
〇
5
①
p

P

Z
Φ
≦

団
o
『
厂

妻

冨
p
'
N
O
O
O
(O)「

い
Φ
達

Φ
b

跡
b

q
b

."
題

ミ
臼

§

き

Φ
鋭

両
ミ

Φ

沁
龜

ミ

丶≦

巴
Φ
丶
鑑
b
晦

窺
奠

霾

の9
穹

沁
8
註
慧

匿8
§

寅

ω
ε
什茜
贄
ρ
NOO
一(鈴
こ
の
試
み
を
彼

は
、
.社
会
思
想
史
学
会

・
第
二
五
回
大

会

(於

東
洋
大

学
朝
霞

キ

ャ
ン
パ

ス
)

の
特
別
講
演

に
お
.い
て
取
り
あ
げ

て
い
る
。
.ア
ク
セ
ル

・
ホ
ネ

ッ
ト
、
「
個
体
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的
良
由

の
病

理

(
バ
ト

ロ
ギ

ー
).

ー

ヘ
ー
ゲ

ル
の
時
代

診
断
と

現
在
」

(翻

訳

・
要
約
.
冖
日
暮

雅
夫

・
宮
本

真
也
)
、
『社
会
思
想
史
研
究
』
N

o
.

二
五
、

二
〇
〇

一
年
、
.社
会
思
想
史
学
会

(北
樹
出
版
)
。

(17
)

閃
蠢
ω
Φ
び
一
8
9

跨

Q。
①
.

.(18
)
国
。
3

2

厂

〉
落

葺

Φ
言

篝

oq
o
山
興

¢
ヨ
〈
Φ
=
①
一ご
超

勺
く
奠

ぎ

傷
奠

8

℃
興

咢

Φ
犀
江
く
Φ
p

①
ヨ
興

O
Φ
ω
Φ
=
ω
o
げ
鉱
富

§
o
茜

一L
巨

勺
Φ
け
興

.⊆

二
9

℃

日
ぎ

ヨ
霧

竃

畧

叉
国
蹟

シ
・9

Φ
§

.詳

8
富

簿

註

幕

丶
Q
窃

町
丶象
赴
ミ
緊

、℃
Φ
銹
b
①
叶
瓢
く
Φ
鋤

題
自

儀
Φ
丶
ω
o
ぴ
ミ
Φ
丶丶Φ
N
q
臼

9

丶
黝
ぴ
は
鋤
窺
恥
Φ
旨
氏
胃
切
①
り
P

oo
ε
茸
oq
鋤
芦

≦
δ
P

国
四
ξ

戸
b。
O
O
O
(α
)矯φ

置
P

(
19
)

こ
の
権
力

の
作
用
と
承

認

の
様
態

の
関
係

は

い
ず
れ
解
明
せ
ね
ば
な

ら
な

い

が
、
本
稿

で
は
扱
う

こ
と
が

で
き
な

い
。
承

認
の
パ

タ
ー

ン
の
発
生

に
た

い

.
し

て
権
力

が
ど

の
よ
う

に
作
用
を
及

ぼ
す

の
か
は
、
承
認

の
社
会
理
論

が
避

け

る
こ
と

の
で
き
な

い
課
題
で
あ

る
と

私
は
考
え

て
い
る
。

.

(20
)
私
見

に
よ
れ
ば

、
承

認
と
そ

の
表

現

の
あ

.い
だ

の

一
種

の

「語

用
論
」
は
、

ハ
L
バ
ー

マ
ス
の

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
的
行
為

の
理
論
、

さ
ら

に
限
定
す

る
な
ら
ば
普
遍
韵
語
用
論
と

の
閣
連

で
論

じ
る
必
要
が
あ

る
。

「承
認
を
め
ぐ

る
闘
争
」

と

い
う
概
念

に
代
表
さ
れ

る
よ
う

な
、
承
認
問
題
、
そ

し
て
承

認

の
形
式

に

つ
い

て
の
分

析
を
ホ
ネ

ッ
ト
は
今

巳
に

い
.た
る
ま

で
展
開

し
て
き

て
い
る

の
で
あ

る
が

、.
一
種

の
表
現
行
為
と

し
て

の
承
認

の
パ
タ
ー
ン
が
社

会

に
お
け
る
相
互
行
為

に
お

い
て
ど

の
よ
う

に
現
れ
、
認
識

さ
れ

、
学
習

さ

れ
る

の
か

に

つ
い
て
は
以

下
の
論

攷
を

の
ぞ
い
て
は
ま
だ
な
さ
れ

て
い
な

い
。

ハ
亅
バ
」

マ
ス
と

ホ
ネ

ッ
ト

の
二

つ
の

「
批
判
的
社
会
理
論
」
が
ど
う
交

わ

.
る
の
か
を
分
析
す

る
た
め
に
は
、
行
為

と
し

て
の
承
認

の
文
法

の
分
析

が
必

要

で
あ

る
。
<
伊q
ド
=
8

昌
簿
互

d
口
ω8
耳
σ
皿
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評
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霞

国
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ωけ
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二
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冨

巳

ロ
α
①
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す

暮

のΦ
ω
ω
δ
p
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け
}

ζ
笛
薦
9・
洋
γ

(
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)
}
.
=
9。
σ
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ヨ
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℃
罠

8

眠
Φ
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⑦
.ざ

白
臼
§

弊
緯
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憩

旨
気
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α
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閃
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評
甘
二
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【し

り
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一
あ
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昏
◎。
ρ

(22

)
出
暮

霞

ヨ
器

し

Φ
o。
一
.
ω
.
ミ

ω
'

.

(23

∀

こ

の

問

題

は

偏

見

の
削

除

上

適

切

な
能

力

取

得

と

職

業

選

択

の
機

会

の
拡

大

に

よ

っ
て

、

ジ

ェ
ン
ダ

ー
を

め

ぐ

っ
.て

あ

る

程

度

の
解

決
を

は

か

る

こ

と

が

で
き

る

か

.も

し

れ

な

い
。

し

か

し

そ

れ

で
も

、

こ
れ

ら

の
労

働

そ

の
も

の

へ

の
承

認

問

題

な

残

っ
て

し
ま

う

。
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切
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O
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Φ
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＼
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幻
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国
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㍉
一
一
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b
O
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一
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ω
ε
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(25

)、
嵩
o
目

①
け貫

b。
0
2

(9

(26

)
出

o
目

①
け厂

一
㊤
◎。
伊

oo
6

Q。
㎝
.

[付
記
]

、

本
稿
の
成
立
過
程
で
発
表
の
場
を
与
え
剛
討
論
の
相
手
と
な
っ
て
い
た
だ
い
た
現
代

社
会
文
化
研
究
会
と
批
判
理
論
研
究
会
の
方
々
に
心
か
ら
感
謝
す
る
。
そ
れ
ら
の
機
会

に
お
け
る
木
前
利
明
氏

(大
阪
大
学
)
、
中
村
健
吾
氏

(大
阪
市
立
大
学
)、
時
安
邦
治

.
氏

(日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
)、
日
暮
雅
夫
氏

(盛
岡
大
学
)
の
助
言
、
批
判
は

非
常
に
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ

っ
た
。
特
に
ホ
ネ
ッ
ト
の
承
認
論
に
つ
い
て
の
.理
解
、

解
釈
に
つ
い
て
は
、
日
暮
氏
の
先
行
研
究
に
触
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
記
し
て

謝
す
る
次
第
で
あ
る
。
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                Anerkennung and Kommunikation 

                           MIYAMOTO Shinya 

        Der Begriff der „Anerkennung" findet sich bislang hauptsachlich im Zusammenhang mit dem jungen 

        Hegel, aber seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wird er haufig auch auf die politischen Debatten 

        iffier Multikulturalismus, Feminismus and Kommunitarismus bezogen . Um Probleme von 
        vernachlassigten Personen and Gruppen zu berwinden, ist es nicht mehr das einziges Ziel,,die 

        Ungleichheit der Verteilung aufzulosen; heute wird auch gefordert , die MiL achtung and die 
        Demutigung der personlichen Integritat zu bekampfen. In der vorliegenden Arbeit wird die Tragweite 

        einer Gesellschaftstheorie uberpruft, die versucht, die soziale Entwicklung anhand von 

        Anerkennungsformen zu analysieren. 

        In erster Linie zeige ich bier die kulturalistische Voreingenommenheit innerhalb der ,Politik der 
        Anerkennung", die Ch. Taylor vertritt. Zweitens prufe ich A. Honneths Versuch, seine eigene kritische 

        Gesellschaftstheorie zu entwerfen, bei welcher der Anerkennungsbegriff eine zentrale Rolle spielt. 
        Ohne den Blick auf die moralische Spannung in der sozialen Interaktion zu lenken, meint Honneth, ist 

        es unmoglich, die Dynamik sozialer Entwicklungen zu begreifen. Aus dieser Perspektive unterscheidet . 

       er drei Formen der Anerkennung (Bedurfnis- and Affektnatur, moralische Zurechnungsfahigkeit, 
       Fahigkeiten and Eigenschaften) je nachdem, welche praktische Selbstbeziehung eine Person etabliert. 
        Wenn irgendeine der drei Anerkennungsformen, aus denen die Identitat einer Person jeweils besteht, 

        als geschadigt empfunden wird, dann entsteht der Kampf um Anerkennung. Anhand dieses Ansatzes 
       wird die begriffliche Schwierigkeit klar, wenn N. Fraser behauptet, dass zwei unabhangigen Arten von 

        Losungen, namlich Umverteilung and Anerkennung aussichtsreich sein sollen, um die soziale 

       Ungerechtigkeit zu uberwinden. Fraser fuhrt dabei jedoch offensichtlich Anerkennung lediglich auf die 

        soziale Anerkennung der Wertorientierung and Lebensformen zuruck, weil die Kernfrage der 

       ungleichen Verteilung unsichtbar bleibt. 

       Zum Abschluss der Arbeit geht es um den Beitrag zur sozialen Kritik and Diagnose, wenn Honneths 
        anerkennungstheoretische Ansatz auf these angewendet wird. 

      Key Words 

          Anerkennung, die soziale Gerechtigkeit, Axel Honneth, Nancy Fraser, 

          die kritische Gesellschaftstheorie 
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